
無
縁
社
会
と
寺
縁
そ
の

20

じ

　
　え 

ん

　
安
田
顕
實
師
が
八
十
八
歳
で
逝
か
れ
ま
し
た
。

　
五
木
寛
之
著
の
随
筆
『
林
住
期
』
に
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
人
生
を
４
つ
の
時
期
に
区
切
る
と
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
同
師
の
晩
年
は
晴
耕
雨
読
な
ら
ぬ
唱
題
と
塔
婆
の
給
仕
修
業
の
毎
日
で
あ
り
ま
し
た
。

　
平
日
は
藤
沢
鵠
沼
海
岸
晴
明
庵
に
住
し
て
当
住
上
人
に
代
わ
り
、
三
宝
諸
尊
に
お
給
仕
し
、
週
末
は

妙
壽
寺
へ
梅
原
上
人
に
同
乗
お
連
れ
い
た
だ
き
、
お
塔
婆
書
き
に
精
を
出
す
日
々
で
あ
り
ま
し
た
。

　

当
山
弟
子
職
員
の
間
で
は
、
最
長
老
と
し
て
朗
ら
か
で
冗
談
を
飛
ば
し
、
ム
ー
ド
メ
ー
カ
ー
で
し
た
。

二
十
五
年
前
に
受
講
の
法
華
宗
教
師
養
成
特
別
講
習
会
の
打
ち
上
げ
で
覚
え
た
カ
ラ
オ
ケ
は
、
何
よ
り
の

楽
し
み
で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
生
涯
を
振
り
返
れ
ば
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
生
涯
で
あ
り
ま
し
た
。
後
半
生
は
法
華
経
神
力
品
の
よ

う
に
人
に
尽
く
す
喜
び
の
日
々
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
人
生
の
価
値
と
は
何
か
を
教
え
て
い
た

だ
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
安
祥
院
日
實
大
徳
位
・
安
田
顕
實
師　
自
受
法
楽
を
皆
さ
ん
と
共
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

�

　
　
鴉　
鵠
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妙 寿 寺 の 心 の テ ラ ス に 集 う
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檀信徒の皆さまをはじめ、妙壽寺にご縁のある皆さまに
広くお読みいただければ幸いです。

当山先々代三吉日照上人の提唱による
当山スローガンです
揮毫＝大本山本興寺御閑士大平日晋上人
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「鼈甲宝船」松本巖氏寄贈

平
成
二
十
八
年 

元
旦

本堂左位牌壇整理
についてのお知らせ

護法会の御加入について

　この度当山では、本堂左位牌壇の調査
整理を行うことに致しました。昭和 57 年
に旧本堂から新本堂への遷座以来 34 年
が経過し、今後の継承者と祀り方につい
て検討致します。
　これにつきまして、ご要望等がありましたら
当山受付までご一報いただければと存じます。

　日頃は護法会会費の納入につきまして、
ご理解ご協力いただき有難くお礼申し上げ
ます。近年、名簿等の整理を進め未加入、
未納の方々にもご理解いただき、護法会に
ご協力いただいております。今後は継承時
（名義変更時）に改めてご説明をし、ご加
入の促進に努めて参りますので、よろしく
お願い申し上げます。

て
ら
に
っ
き

寺
日
記

●
9
月
3
日
　
柴
又
帝
釈
天
題
経
寺
一
周
忌
追
悼
会

　

題
経
寺
本
堂
第
一
周
忌
法
要
に
続
い
て
、
帝
国
ホ
テ

ル
富
士
の
間
に
お
い
て
、
望
月
良
晃
先
生
（
本
山
本
法

寺
加
歴
第
九
十
一
世
・
柴
又
題
経
寺
十
八
世
・
大
鳳
院

日
翔
上
人
、
文
学
博
士
）
追
悼
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
9
月
6
日
　
北
陸
教
区
檀
信
徒
代
表
者
研
修
会

　

当
住
上
人
が
講
師
を
務
め
、
北
陸
教
区
寺
院
総
代

方
に
「
総
代
の
役
割
」
に
つ
い
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

●
9
月
18
日
　

　
全
日
本
仏
教
青
年
会
理
事
長
就
任
祝
賀
会

　

東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
東
海
林
良
昌
師

全
日
本
青
年
会
理
事
長
就
任
祝
賀
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

●
9
月
23
日
　
秋
季
彼
岸
中
日
合
同
法
要	

　
彼
岸
花
の
咲
く
中
、
中
日
合
同
法
要
が
奉
修
さ
れ
、

5
0
0
名
余
の
ご
参
拝
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
9
月
30
日
　
信
行
勧
学
院
落
慶
式	

　

尼
崎
大
本
山
本
興
寺
ご
建
立
に
よ
る
信
行
勧
学
院

落
慶
法
要
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。
同
建
物
の
3
、
4

階
は
興
隆
学
林
生
の
宿
舎
と
な
り
ま
す
。

●
10
月
11
日
　
川
上
昭
子
夫
人
逝
去	

　

当
住
上
人
畏
友
の
川
上
和
彦
氏
昭
子
夫
人
が
急
逝

さ
れ
、
烏
山
み
ど
り
会
館
に
て
当
住
上
人
御
導
師
に

て
葬
儀
が
粛
や
か
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
10
月
26
日
　（
公
社
）
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
大
会

●
11
月
3
日
　
お
会
式
法
要	

	

　

当
山
お
会
式
が
奉
修
さ
れ
、
3
0
0
余
名
の
ご
参

拝
を
い
た
だ
き
ま
し
た
（
七
五
三
法
要
＝
上
記
参
照
）。

●
11
月
24
日
　
徳
島
妙
啓
寺
平
島
上
人
遷
化

　

徳
島
妙
啓
寺
第
二
世
住
職
平
島
啓
正
上
人
、
病
気

療
養
中
の
と
こ
ろ
、
法
寿
75
歳
に
て
ご
遷
化
（
白
輝

院
日
啓
上
人
）
さ
れ
ま
し
た
。
四
国
教
区
宗
務
所
長

岡
村
祥
光
上
人
御
導
師
に
て
同
月
25
、
26
日
通
夜
、

葬
儀
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

●
12
月
2
日
　
当
山
歴
代
上
人
報
恩
法
要

　

当
山
総
代
有
志
に
よ
る
歴
代
上
人
報
恩
法
要
が
奉

修
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
総
代
会
（
責
任
役

員
会
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
12
月
10
日
　
寺
庭
婦
人
会
研
修
会

　

東
京
教
区
寺
院
・
教
会
の
婦
人
方
に
よ
る
内
陣
荘

厳
具
・
仏
壇
・
仏
具
な
ど
の
勉
強
会
が
浅
草
翠
雲
堂

に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

●
12
月
23
日
　
お
炊
き
上
げ
法
要
・
大
掃
除

　

1
年
間
の
お
納
め
と
な
る
お
位
牌
・
仏
壇
・
仏
具
な

ど
の
抜
魂
供
養
、お
炊
き
上
げ
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

1 月 ９ 日（土）	 初題目、 勉強会 「法華経の略要品」 拝読 -1-

1 月 22 日（金）	 猿江妙壽寺稲荷初午大祭（予定）

2 月 3 日（水）	 正隆会　節分会

3 月 10 日（木）東京大空襲慰霊供養　両国復興記念館	参拝

4 月 25 日（月）移動月例講　日隆聖人 「誕生寺」 参拝 ・金沢観光旅行会

5 月 14 日（土）	 勉強会 「法華経の略要品」 拝読 -2-

6 月 11 日（土）	 写経会	 	

7 月 ９ 日（土）	 講師勉強会 （興隆学林教授　平島盛龍先生 ）

8 月	 休講

　当山では、毎月第2土曜日午後2時より月例講
正隆会を開催しております。仏教や法華経につい
ての勉強会や写経会、またウォーキング課外活動
を行っています。檀信徒、ご友人どなたでも参加
できます。例会では、毎回1時半より正隆廟墓前
法要を奉修しております。

午後 2時開催

晴明庵▶ 11 月 23 日　お会式　信徒 20
余名にてお会式奉修、合わせて安田師
三十五日忌晴明庵供養と万霊法界塔埋葬
式が執り行われました。
桑　港▶ 11月15 日　日蓮教会お会式　
青空のもと40 余名の信徒とメンバーが集
い、お会式法要が奉修され、階下にてポト
ラック（持ち寄り）ランチが行われました。
また、同11日、Kyle, Satoshi Handaちゃん（3
才）の七五三祈願が行われました。

Kugenuma & San Francisco
鵠沼・桑港から

当住上人
の 宗務院 diary

妙壽寺 2016 春夏スケジュール

3 月21日 月 祭  春彼岸中日

1 月 1 日 金 祭  元旦国祷会

1 月下旬 　 祭  猿江別院上棟式

2 月 3 日 水 祭  節分会

5 月 2 日 月  猿江稲荷大祭

7 月16日 土 祭  孟蘭盆会施餓鬼法要

9 / 7 ・10/28・12/ 7
▶内局会議 ・責任役員会議
9 / 9 ,10▶法華宗教学研究所総会
10/27▶日蓮門下連合会京都理事会
10/21,22・12/16,17▶宗門史編纂委員会
10/ 2 ▶宗勢調査票常任委員会

10/30▶全日本仏教会松山大会
11/ 9 ▶宗会議事運営委員会
11/25〜27▶宗務院研修会
12/ 4 ▶文化庁研修会
12/14▶法華学園 （興隆学林 ）理事会

安田顕實師遷化

予告

　10月28日、当住
上人徒弟安田顕實師
が法寿88歳にて遷
化されました。法華
宗よりその長年の法
功により、特に大徳
号（安祥院日實大徳）
が授与されました。
　妙法寺住職佐々木
明乗上人御導師にて、11月1日通夜、2日
葬儀が執行され、12月13日四十九日忌の
間、本堂の安置位牌、遺影には多くの檀信
徒のお参りをいただきました。

　10 月14日秋晴れの中、両国の回向院、相撲博物館、旧安
田庭園を巡り、横網町公園の復興記念館で震災戦災犠牲者
追悼回向。その後、厩橋から隅田川ランチクルーズで 90 分
乗船、スカイツリーや橋々など、景色を楽しみながらの食事、
カラオケと和やかに過ごし、午後 2 時解散となりました。

　10 月 24 日午後 2 時より、当山において春風亭一之輔師
匠の落語独演会にて「鮑のし（あわびのし）」「笠碁（かさご）」
が披露され、4 時からの竹灯籠能の演目にちなんで振る舞
われた日本酒をたしなんだ後、浅見慈一郎師（シテ）によ
る「猩々乱」が演じられました。

正隆会秋のウォーク
「両国探訪と隅田川ランチクルーズ」

竹灯籠能 ＆ 一之輔落語

EVENT

七五三法要

大野真
ま い

逸ちゃん 7 歳

山木菜
な お

央ちゃん 7 歳

左 : 吉田風
ふ う か

花ちゃん 4 歳  右 : 吉田光
ひ か り

里ちゃん 7 歳 

平成 28 年 4 月 25 日（月）～ 4 月 26 日（火）

正隆会課外活動
日隆聖人「誕生寺」参拝・金沢観光旅行

26 日 ゆのくに天祥 9:00 発 ➡ 九谷満月 ➡ 金沢・長町武家
屋敷跡 ➡ 金沢城公園・兼六園 ➡ 金沢料理「兼

けんけんおちん
見御亭」（昼

食） ➡ ひがし茶屋街 ➡ 近江町市場 ➡ 自由散策 ➡ 金沢駅
発（17:52） ➡ 東京駅着（20:24)

25 日 東京駅発（７:52) ➡ 新高岡駅 ➡ 法華宗再興唱導師日
隆聖人生誕の地「誕生寺」（参拝・昼食） ➡ 金沢・忍者寺（妙立寺） 
➡ 法華宗承証寺・本因寺（参拝） ➡ 山代温泉・ゆのくに天祥（泊）

下記日程により日隆聖人「誕生寺」金沢観光旅行を企画いたしました。
奮ってご参加下さい。（別紙参照）

恒
例
の
七
五
三
法
要
が
お
会
式
に
合
わ
せ
執
り
行
わ
れ
、

可
愛
い
三
組
四
名
の
ご
祈
念
が
さ
れ
ま
し
た
。



　

東
京
の
職
人
さ
ん
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

自
分
の
腕
を
過
信
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
鯖
江
で
は

そ
う
で
は
な
く
て
、
も
う
１
カ
月
も
た
て
ば
自
分
な
り

に
簡
単
な
道
具
で
す
が
、
利
用
し
て
削
っ
た
り
と
か
す
る
。

つ
く
る
姿
勢
と
い
う
の
か
、
そ
れ
が
違
い
ま
し
た
ね
。
そ

れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。

住
職　

そ
う
で
す
か
。
そ
の
あ
た
り
も
、
ご
自
分
の
中
で

い
ろ
い
ろ
工
夫
を
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
…
。

松
本　

で
す
か
ら
、今
で
も
簡
単
な
道
具
で
工
夫
し
て
使
っ

て
い
く
、
そ
れ
で
十
分
で
き
る
ん
で
す
ね
。
単
純
に
言
う
と
、

ボ
ー
ル
盤
（
穴
を
開
け
る
工
作
機
械
）
に
、
た
だ
穴
を
あ

け
る
の
で
は
な
く
、
ボ
ー
ル
盤
を
利
用
し
て
工
夫
す
れ
ば

削
る
こ
と
も
で
き
る
ん
で
す
ね
、
や
り
方
１
つ
で
。
そ
れ

は
も
う
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。

　
鼈
甲
の
歴
史
と
技
術

住
職　

日
本
で
鼈
甲
品
が
あ
っ
た
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
で

す
か
。

松
本　

古
く
は
正
倉
院
の
宝
物
の
中
に
も
あ
り
、
玳
瑁
螺

鈿
八
角
箱
や
琵
琶
の
一
部
に
鼈
甲
を
貼
っ
た
品
物
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
奈
良
時
代
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
入
っ
て

来
て
い
ま
す
。

住
職　

妙
壽
寺
に
ご
奉
納
い
た
だ
い
た
松
本
さ
ん
の
作
品

「
宝
船
」（
本
紙
表
紙
参
照
）
で
す
が
、
こ
の
間
じ
っ
く
り

と
眺
め
、
改
め
て
す
ば
ら
し
い
な
と
感
慨
に
ふ
け
り
ま
し

た
。
こ
う
い
う
美
術
工
芸
品
と
い
う
の
も
、
や
は
り
時
代

の
変
遷
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
か
。

松
本　

今
は
な
か
な
か
こ
う
い
う
美
術
工
芸
品
は
売
れ

な
い
で
す
ね
。
や
は
り
景
気
的
な
問
題
で
す
か
。
そ
れ
と
、

か
つ
て
造
船
産
業
が
盛
ん
な
長
崎
で
新
造
船
祝
い
に
宝
船

と
か
帆
船
の
置
物
を
贈
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
値
段
と

か
が
云
々
で
は
な
く
て
、
要
は
豪
華
な
物
じ
ゃ
な
い
と
逆

に
喜
ば
な
い
。
宝
船
な
ん
て
い
う
の
は
、
も
う
最
高
の
贈

呈
品
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

住
職　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

松
本　

で
す
か
ら
、
鼈
甲
の
材
料
を
入
れ
る
と
き
に
、
五

箇
所
商
人
（
江
戸
時
代
、生
糸
貿
易
を
独
占
し
た
京
都・堺・

長
崎
・
江
戸
・
大
坂
の
5
か
所
の
商
人
）
と
か
、
糸
割
符

（
い
と
わ
っ
ぷ
＝
江
戸
時
代
，
幕
府
か
ら
特
許
を
得
た
都
市

商
人
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
中
国
産
生
糸
の
一
括
輸
入
機

構
）
は
、
全
部
絡
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
高
価
品
だ
っ
た

か
ら
、
そ
の
商
人
た
ち
が
全
部
牛
耳
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

基
本
的
に
は
、
長
崎
に
材
料
が
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
か

ら
、
も
と
も
と
国
産
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

住
職　

鼈
甲
は
美
術
・
工
芸
の
部
分
と
、
あ
と
は
生
活
材

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
あ
た
り
は
ど
う
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
か
、
つ
く
り

手
と
し
て
は
。

松
本　

基
本
的
に
鼈
甲
は
、
張
り
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。

亀
の
甲
羅
を
タ
イ
マ
イ
（
玳
瑁
）
と
い
い
ま
す
が
、
甲
羅

は
厚
み
が
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
張
り
合
わ

せ
て
生
地
の
厚
み
を
つ
く
る
と
い
う
の
が
本
来
の
鼈
甲
屋

の
仕
事
で
し
た
。
今
は
、
加
飾
と
言
っ
て
表
面
に
さ
ま
ざ

ま
な
工
芸
技
術
法
で
装
飾
を
加
え
た
り
し
て
い
ま
す
。

住
職　

資
料
に
よ
る
と
、
第
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の
時

代
に
、
贅
沢
を
制
限
す
る
奢
多
禁
止
令
（
天
保
12
年　

1
8
4
1
）が
出
さ
れ
て
、タ
イ
マ
イ
が
使
用
で
き
な
く
な
っ

た
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
タ
イ
マ
イ
を
鼈
甲
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
で
は
鼈
甲
と
い

う
の
は
も
う
か
な
り
べ
ー
シ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
の
お
話
な
わ

け
で
す
ね
。

松
本　

そ
う
で
す
。
要
は
、
鼈
甲
の
ベ
ツ
と
い
う
字
は
、

鼈す
っ
ぽ
んと
い
う
字
で
す
ね
。
本
来
、
タ
イ
マ
イ
と
い
う
の
は
、

時
代
劇
に
よ
く
出
て
く
る
「
大
枚
何
両
」
の
タ
イ
マ
イ
な

ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
タ
イ
マ
イ
は
最
初
か
ら
高
い
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
る
た
め
、「
奢
侈
禁
止
令
」
が

出
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
鼈
甲
と
呼
ぶ
こ
と
に
切
り
か
え

た
の
で
す
。

　

な
ぜ
そ
れ
で
も
鼈
甲
品
が
売
れ
た
か
。
大
名
家
の
参
勤

交
代
で
ほ
と
ん
ど
人
質
の
よ
う
に
、
江
戸
で
各
大
名
の
奥

方
た
ち
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
長
崎
の
鼈
甲
職

人
が
来
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
長
崎
は
17
世
紀
以
降
、

唐
船
や
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
っ
て
鼈
甲
細
工
の
材
料
が
陸
揚

げ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
人
か
ら
習
得
し
た
技
術
で

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
鼈
甲
の
甲
羅
の
き
れ
い
な
品
物
は
江
戸
に

も
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
長
崎
の
鼈
甲
師
が
、
製
品
と
一
緒

に
つ
い
て
き
て
広
ま
っ
た
と
い
う
の
が
本
筋
な
ん
で
す
。

住
職　

あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

　

今
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
鼈
甲
の
お
話
を
お
伺
い
す
る
中

で
、
私
は
松
本
さ
ん
の
仕
事
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
感

じ
ま
す
。
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
工
芸
品
展
な
ど
を
拝
見
し
て

も
、松
本
さ
ん
な
ら
で
は
の
独
自
の
作
品
で
際
立
ち
ま
す
ね
。

松
本　

恐
れ
入
り
ま
す
。

住
職　

や
は
り
ご
自
身
が
一
番
、
こ
の
何
十
年
か
で
創

意
工
夫
さ
れ
て
き
た
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
ほ
か
と
の
差
別
化
と
か
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
か
が
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
気

が
し
ま
す
が
。

松
本　

や
は
り
職
人
で
は
食
べ
て
い
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

新
し
い
も
の
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
部
分

で
し
ょ
う
ね
。
バ
ブ
ル
時
期
は
、
た
だ
、
鼈
甲
で
あ
れ
ば

何
で
も
売
れ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
そ
れ
が
少
し
陰
っ

て
き
た
時
、
女
房
に
言
っ
て
遊
ば
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す

よ
。
要
は
、
も
ち
ろ
ん
生
活
す
る
程
度
は
稼
ぎ
ま
し
た
け

ど
も
、
そ
れ
以
外
に
、
売
れ
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
と
い

う
形
で
。「
腕
に
模
様
」
を
入
れ
る
こ
と
で
す
か
。

住
職　
「
腕
に
模
様
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

松
本　

鼈
甲
眼
鏡
の
腕
（
フ
レ
ー
ム
、テ
ン
プ
ル
と
も
い
う
）

の
部
分
に
市
松
模
様
な
ど
を
施
し
て
、
遊
び
の
心
を
表
現

す
る
こ
と
で
す
。

住
職　

フ
レ
ー
ム
の
模
様
で
す
ね
。

松
本　

は
い
。
鼈
甲
で
、
中
に
模
様
を
閉
じ
込
め
る
こ
と

を
や
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
あ
の
当
時
、
年
間
で
30
～

40
枚
つ
く
っ
た
の
か
な
。
だ
か
ら
売
れ
る
、
と
か
は
全
く

な
い
ん
で
す
。

　

何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
要
は
、
自
分
の
技
術
の
ア
ピ
ー

ル
で
す
。
そ
れ
を
女
房
に
言
っ
て
、「
悪
い
け
ど
ち
ょ
っ
と

遊
ば
せ
て
く
れ
」
と
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
に

対
し
て
自
分
と
み
ん
な
と
の
違
い
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
お

陰
様
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
か
ら
こ
そ
、

業
界
で
認
め
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
本
当
に
、
今
で
も
よ
く
言
わ
れ
ま
す

が
、「
松
仙
」
の
品
物
は
高
い
、
と
言
い
な
が
ら
も
認
め
て

く
れ
る
と
い
う
か
…
。

住
職　

賢
夫
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

松
本　

そ
れ
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
よ
。
そ
う
し
た

こ
と
で
、
自
分
の
名
前
の
號
『
仙
翠
』
が
行
き
渡
っ
た
の

で
す
か
ら
。『
仙
翠
』
と
い
う
、
自
分
は
知
ら
な
く
て
も
名

前
だ
け
は
そ
の
製
品
と
と
も
に
全
国
に
知
れ
渡
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
か
ね
。

住
職　

本
当
の
意
味
で
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。

い
い
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
鼈
甲
工
芸
品
の
存
続
を
願
っ
て

住
職　

私
は
松
本
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
お
話
の
中
で
印
象
的

だ
っ
た
の
は
、
タ
イ
マ
イ
の
生
産
に
つ
い
て
で
す
。
タ
イ
マ

イ
を
養
殖
で
き
な
い
か
、
と
い
う
お
話
し
で
し
た
が
。

松
本　

今
、
石
垣
島
な
ど
で
養
殖
を
行
っ
て
い
ま
す
。

住
職　

そ
れ
は
や
は
り
国
も
援
助
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

松
本　

え
え
、
国
の
援
助
で
す
。
か
な
り
の
年
数
を
か
け

て
や
っ
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

始
め
た
の
は
昭
和
57
年
ご
ろ
に
小
笠
原
諸
島
で
す
。
次
が

パ
ラ
オ
、
そ
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
す
。

　

そ
の
後
、
石
垣
島
で
タ
イ
マ
イ
が
と
れ
る
と
い
う
の
で

始
め
ま
し
た
。
よ
う
や
く
３
年
位
前
か
ら
養
殖
の
タ
イ
マ

イ
が
試
作
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、
業
界
で
は
平
成
29
年

度
か
ら
念
願
の
事
業
化
に
向
け
て
現
在
進
め
て
い
ま
す
。

住
職　

そ
う
で
す
か
。
輸
入
禁
止
に
な
る
前
は
、
基
本
的

に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
で
す
か
。

松
本　

い
え
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、

ア
フ
リ
カ
か
ら
も
輸
入
し
て
い
ま
す
。

住
職　

ア
フ
リ
カ
で
す
か
。

松
本　

は
い
、
赤
道
直
下
20
度
ぐ
ら
い
の
位
置
に
タ
イ
マ

イ
が
生
息
し
て
い
る
ん
で
す
。
あ
と
は
南
米
の
キ
ュ
ー
バ
、

ハ
イ
チ
の
あ
た
り
で
す
ね
。

住
職　

冒
頭
に
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と

で
す
が
、
松
本
さ
ん
は
、
平
成
13
年
に
黄
綬
褒
章
を
受
賞

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
べ
っ
甲
協
会
と
、
東
京
鼈

甲
組
合
連
合
会
の
会
長
を
兼
務
、
地
域
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
の
会
長
も
務
め
ら
れ
、
対
外
的
に
も
ご
活
躍
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

松
本　

恐
れ
入
り
ま
す
。

住
職　

若
い
こ
ろ
の
自
分
の
思
い
と
し
て
、
他
の
人
と
の

人
間
関
係
、
言
葉
遣
い
、
座
る
場
所
も
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
い
と
か
と
い
う
中
で
、
他
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
な
が

ら
、
例
え
ば
、
鼈
甲
と
い
う
世
界
を
全
体
に
よ
く
し
て
い

こ
う
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
業
界

と
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
は
。

松
本　

ま
あ
、
格
好
よ
く
言
え
ば
そ
う
な
ん
で
す
が
、
現

実
的
に
は
や
は
り
徐
々
に
徐
々
に
上
へ
上
が
っ
て
い
く
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。
鼈
甲
工
芸
品
の
存
続
を
守
る
人
が
い

な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
部
分
で
す
よ
ね
。

　

や
は
り
職
人
で
す
か
ら
、
つ
く
ら
な
い
と
食
べ
て
い
け

ま
せ
ん
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
余
裕
と
い
う
の
で
す
か
、
あ

る
程
度
、
力
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
の
が
本
音

な
ん
で
す
。

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、
材
料
そ
の
も
の
は
輸
入
禁
止
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
携
わ
っ
て
い
る
業
界
そ
の
も
の
が
、
材

料
が
な
く
な
っ
た
ら
終
わ
る
。
現
実
に
材
料
が
な
く
て
跡

取
り
の
息
子
さ
ん
が
途
中
で
や
め
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
ら
ね
。

　

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
自
分
と
し
て
は
何
と
し
て
も
業
界

を
残
し
て
、
次
の
時
代
、
そ
の
次
の
時
代
で
、「
お
じ
い
さ

ん
が
鼈
甲
の
職
人
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
業
界

が
な
く
な
っ
た
ら
そ
れ
は
な
い
、
忘
れ
去
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
に
も
、
業
界
を
残
す
た
め
に
今
、
一
生
懸
命
に
や
る

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

住
職　

最
近
つ
く
づ
く
思
う
の
で
す
が
、
テ
レ
ビ
を
ひ
ね

れ
ば
外
国
の
民
族
の
話
と
か
、
宗
教
、
紛
争
の
話
。
一
方

で
は
、
外
国
へ
行
っ
て
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
、
き
れ
い

な
景
色
を
見
た
と
か
と
い
う
話
で
、
本
当
に
外
国
へ
は
若

い
人
た
ち
も
行
く
し
、
我
々
も
見
聞
き
す
る
。
外
国
が
近

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
、
で
は
、
日
本
は
何
な
ん

だ
と
。
日
本
の
日
本
た
る
所
以
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た

と
き
に
、
我
々
の
親
と
か
、
先
祖
が
残
し
て
き
た
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
に
携
わ
っ
て
、
そ
れ
が
今
、
自
分
に
と
っ
て
何
が

残
っ
て
い
る
ん
だ
と
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
松
本
さ
ん
が
、
本
当
に
あ
る
意
味
で

は
、
日
本
文
化
の
中
心
に
い
な
が
ら
、
実
は
一
番
新
し
い
こ

と
を
求
め
、
か
つ
現
状
と
闘
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
中
で
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
、
率

直
な
意
見
を
伺
い
ま
す
。

松
本　

少
数
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
残
す
と
い
う

気
持
ち
の
職
人
も
現
実
に
は
い
ま
す
。
若
い
人
で
も
い
ま

す
。
何
で
も
そ
う
で
す
が
、
万
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
な
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
職
人
の
輪
を
強
く
し
て
、
工
業

化
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
現
実
に
こ
れ
が
も
っ
と
大
勢

に
支
持
さ
れ
た
ら
工
業
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
す
か
ら
ね
。

住
職　

同
規
格
、
大
量
生
産
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
ね
。

松
本　

自
分
ら
も
そ
う
で
す
し
、
品
物
も
そ
う
で
す
け
れ

ど
も
、
一
部
の
人
間
だ
け
に
支
持
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
一
生

懸
命
職
人
と
し
て
、
次
か
ら
新
し
い
も
の
で
つ
な
ぐ
。
そ

れ
が
職
人
の
世
界
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
な
い

と
、
も
っ
と
機
械
的
に
ポ
ツ
ポ
ツ
つ
く
れ
ば
す
む
こ
と
で

す
。
眼
鏡
を
つ
く
る
ん
だ
っ
て
１
日
で
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
。

　

極
端
に
言
う
と
、
景
気
が
悪
く
な
っ
て
く
る
と
売
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
求
め
る

方
も
少
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

住
職　

非
常
に
実
際
的
な
お
話
で
、
共
感
し
ま
す
。

　

私
、
改
め
て
鼈
甲
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
あ
あ
、

随
分
、
い
ろ
い
ろ
な
奥
行
き
の
広
い
世
界
だ
な
と
。
ま
た
、

本
当
に
工
夫
の
世
界
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　

松
本
さ
ん
に
は
、
さ
ら
に
ご
自
分
の
作
品
を
新
し
く
い

い
も
の
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
だ
く
の
と
、
ま
た
業
界
全

体
の
た
め
に
ご
活
躍
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

合
間
で
、
ぜ
ひ
お
寺
に
も
お
参
り
を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り

が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
お
寺
の
役
員
と
し
て
、
ま

た
奥
様
と
も
ど
も
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
切
に

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
っ
て
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

松
本　

こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（

了
）

　
妙
壽
寺
と
の
出
合
い

住
職　

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
人
形
町
の
宗
務
院
ま

で
お
運
び
を
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

松
本
さ
ん
は
鼈
甲
職
人
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
今
日
は
こ
の
人
形
町
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
場
と
し
て

選
ん
だ
の
は
、
実
は
私
の
母
が
日
本
橋
に
縁
が
深
く
、
日

本
橋
の
川
を
越
え
れ
ば
深
川
が
あ
っ
て
、
か
つ
て
妙
壽
寺

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
松
本
さ
ん
の
先
代
、
先
々

代
の
ご
縁
と
い
う
こ
と
で
、
人
形
町
を
選
ば
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

松
本
家
と
妙
壽
寺
の
ご
縁
に
つ
い
て
、
お
祖
父
様
、
あ

る
い
は
お
父
様
か
ら
お
伺
い
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

松
本
氏
（
以
下
敬
称
省
略
）　

あ
ま
り
そ
の
辺
は
聞
い
て
い

な
い
で
す
ね
。

住
職　

鼈
甲
工
芸
は
当
代
で
三
代
目
で
す
か
。

松
本　

は
い
、
明
治
11
年
創
業
の
三
代
目
で
す
。

住
職　

妙
壽
寺
の
先
々
代
の
大
僧
正
日
照
上
人
が
、
松
本

さ
ん
が
お
小
さ
い
時
に
お
会
い
な
ら
れ
て
い
る
と
伺
い
ま

し
た
が
。

松
本　

多
分
幼
稚
園
に
入
っ
て
い
る
時
で
す
か
ら
、
５
～

６
歳
ぐ
ら
い
で
す
か
。
少
し
暗
く
な
っ
た
こ
ろ
に
、
私
の

家
に
三
輪
車
を
担
い
で
き
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
近
所

の
子
達
が
う
ら
や
む
ほ
ど
の
三
輪
車
で
し
た
。
表
現
が
悪

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仁
王
様
の
よ
う
に
大
き
な
方
だ

な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

後
で
父
親
に
聞
い
た
ん
で
す
が
、妙
壽
寺
の
ご
住
職
（
日

照
上
人
）
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
が
す
ご
く
小
さ
か
っ

た
せ
い
か
、（
上
人
は
）
仁
王
様
み
た
い
に
大
き
い
。
今
で

も
目
を
つ
ぶ
る
と
思
い
出
し
ま
す
。

住
職　

私
も
そ
う
で
し
た
が
、
子
供
の
こ
ろ
っ
て
、
断
片

的
な
記
憶
が
強
烈
に
あ
り
ま
す
ね
。

　
百
年
後
に
認
め
ら
れ
る
伝
統
工
芸
品

住
職　

先
々
代
は
両
国
で
鼈
甲
を
始
め
ら
れ
た
と
伺
い
ま

し
た
が
。

松
本　

そ
う
で
す
。
最
初
の
う
ち
は
鼈
甲
よ
り
金
属
の
眼

鏡
を
多
く
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

住
職　

で
は
、
眼
鏡
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

松
本　

は
い
、
9
割
程
が
眼
鏡
で
す
。
耳
に
か
か
る
と
こ

ろ
だ
け
を
鼈
甲
に
と
、
部
分
的
に
祖
父
が
や
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

住
職　

お
そ
ら
く
こ
れ
は
私
の
想
像
で
す
が
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
終
戦
ま
で
の
妙
壽
寺
の
お
檀

家
の
方
々
の
多
く
は
、
職
人
さ
ん
、
大
工
さ
ん
と
か
が
、
い

ろ
い
ろ
な
形
で
工
芸
、
建
築
関
係
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
た

と
思
い
ま
す
。

　

私
が
人
形
町
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
簪

か
ん
ざ
しや

帯
留
め
な

ど
の
職
人
の
親
方
だ
っ
た
お
檀
家
さ
ん
で
す
が
人
形
町
に

住
ま
わ
れ
て
い
て
、
十
数
年
前
に
お
葬
式
を
出
さ
れ
た
と

き
で
す
が
、
お
弟
子
さ
ん
が
大
勢
来
ら
れ
た
の
で
す
。
親

方
は
た
く
さ
ん
お
弟
子
さ
ん
を
育
て
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
時
代
の
趨
勢
で
経
済
的
に
立
ち
行
か
な
く
な
り

転
職
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
お
弟
子
さ
ん
の
一

人
が
転
職
し
た
会
社
の
忘
年
会
が
熱
海
だ
っ
た
そ
う
で
す

が
、
そ
こ
で
芸
者
さ
ん
が
自
分
の
つ
く
っ
た
帯
留
め
を
し

て
い
た
と
い
う
お
話
し
で
し
た
。
や
は
り
江
戸
の
職
人
の

仕
事
は
す
ご
い
で
す
ね
。
時
代
が
勢
い
よ
く
進
ん
で
い
く

中
で
、淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
。
そ
う
い
う
中
で
、

松
本
さ
ん
の
お
仕
事
と
は
、
現
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
な

が
ら
残
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
す
ご
さ
を
感
じ
る

の
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

松
本　

伝
統
工
芸
と
い
う
の
は
、
守
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
で
す
。
一
般
の
方
々
は
勘
違
い
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
ね
。
先
ほ
ど
ご
住
職
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お

り
、
も
し
守
っ
て
い
た
ら
自
分
ら
も
残
れ
な
い
で
す
。
基

本
的
に
伝
統
工
芸
と
い
う
の
は
国
の
指
定
で
も
そ
う
で
す

が
、
1
0
0
年
以
上
前
の
技
術
・
技
法
・
材
料
と
い
う
指

定
が
あ
る
の
で
す
。

住
職　

1
0
0
年
以
上
で
す
か
。

松
本　

そ
う
で
す
。
そ
れ
が
な
い
と
伝
統
的
工
芸
品
と
い

う
認
定
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
も
し
そ
れ
を
守
っ

て
い
る
と
な
っ
た
ら
、
今
は
な
い
で
す
。
や
は
り
そ
こ
へ
新

し
い
も
の
を
採
り
入
れ
る
か
ら
こ
そ
残
れ
る
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
技
術
・
技
法
を
そ

の
ま
ま
残
し
つ
つ
も
、
新
し
い
も
の
を
加
え
て
い
く
、
そ
の

時
点
で
は
伝
統
工
芸
で
は
な
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
そ
れ
を

や
っ
た
こ
と
で
1
0
0
年
後
に
伝
統
工
芸
の
技
術
が
上
へ

上
へ
と
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
の
が
真
の
伝
統
工
芸
だ

と
思
い
ま
す
。

住
職　

な
る
ほ
ど
、
そ
う
で
す
か
。

松
本　

一
番
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
そ
う
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
か
と
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
職
人
に
教
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
方
た
ち
も
同
じ
技
術
を
持
っ
て
い
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
親
方
が
そ
の
方
た
ち
と
同
じ

だ
っ
た
ら
、
絶
対
親
方
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

住
職　

競
合
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

松
本　

そ
う
で
す
。
全
部
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
ま
ず
、
材
料
の
仕
入
れ
か
ら
、
売
る
こ
と
、
も
う

す
べ
て
で
す
。
も
ち
ろ
ん
技
術
も
そ
う
で
す
ね
。
で
す
か

ら
職
人
が
独
立
し
た
後
、
新
し
い
も
の
を
入
れ
て
い
か
な

い
と
、
親
方
は
親
方
と
し
て
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
普
通
の
職
業
よ
り
か
は

厳
し
い
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
伝
統
の
上
に
あ
ぐ
ら
は
絶
対

か
い
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
。

住
職　

数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
私
の
好
き
な
歌
舞
伎
役

者
の
中
村
勘
三
郎
さ
ん
が
歌
舞
伎
に
つ
い
て
「
守
る
だ
け

で
は
伝
わ
ら
な
い
」
と
。
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
伝

統
の
世
界
と
い
う
の
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
部
分
が
な
い

と
だ
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

松
本　

そ
う
で
す
ね
。
伝
統
を
残
す
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
考
え
た
ら
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。

　
世
界
に
誇
る
眼
鏡
の
生
産
地

　
鯖
江
市
で
の
修
業

住
職　

松
本
さ
ん
は
す
ぐ
に
家
業
を
継
い
だ
わ
け
で
は
な

く
、
眼
鏡
製
造
の
技
術
を
取
得
す
る
た
め
に
、
眼
鏡
生
産

地
の
福
井
県
鯖
江
市
へ
修
業
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後

の
松
本
さ
ん
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
よ
う
で
す
ね
。
特
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

松
本　

主
婦
の
方
々
が
パ
ー
ト
で
働
き
に
来
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
人
た
ち
が
職
人
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
す
る
、

そ
れ
は
す
ご
か
っ
た
で
す
ね
。

住
職　

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。

松
本　

東
京
で
の
自
分
ら
は
、
仕
事
は
の
ん
び
り
と
や
る
、

製
造
家
と
い
う
の
は
意
外
と
そ
ん
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
、
簡
単
に
言
う
と
、
ヤ
ス
リ
の
け
つ
を
押
し
て
い

る
だ
け
。
福
井
で
は
、
逆
に
職
人
の
よ
う
に
仕
事
が
で
き

な
い
人
が
、
少
し
で
も
努
力
し
て
工
夫
を
す
る
、
そ
の
点

を
強
く
感
じ
ま
し
た
ね
。

松 

本 

　
巖 
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Profile

1945年	 千葉県に生まれる
1965年	 松本茂に師事
1976年	 松仙べッ甲製作所を設立
1977年	 べっ甲象眼螺鈿技法を考案し、市川商工会議所

展示会で発表。伝統工芸技法に現代感覚を加
味した作品の創作を試みる

1988年	 東日本べっ甲事業共同組合功労賞受賞
1995年	 東京都優秀技能者知事賞受賞、
	 第一回べっ甲工芸技能コンクール優秀賞受賞
1996年	 第二回べっ甲工芸技能コンクール奨励賞受賞
1997年	 第三回べっ甲工芸技能コンクール入選
1998年	 JJAジュエリーコンテストで中小企業庁長官賞

受賞
1999年	 東京都中小企業団体中央会		会長表彰
2001年	 東京都伝統工芸士認定
2003年	 経済産業省関東経済産業局長		表彰拝受
2006年	 全国伝統的工芸品公募展入選
2007年	 全国伝統的工芸品公募展入選
2008年	 東日本べっ甲事業協同組合		理事長就任、
	 東京都功労者		東京都知事表彰、
	 全国伝統的工芸品公募展入選
2009年	 産業振興功労者知事表彰
2009年	 全国伝統的工芸品公募展入選
2011年	 一般社団法人日本べっ甲協会		会長就任
2012年	 東京鼈甲組合連合会		会長就任
2013年	 伝統的工芸品産業大賞受賞
	 秋の黄綬褒章受賞
ホームページ　http://matsusen.com
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