
●
2
月
25
日
　�

小
西
日
遶
猊
下
（
大
本
山
本
興
寺
貫

首
）
第
百
三
十
二
代
法
華
宗
管
長
推

戴
式
　
於
尼
崎
同
大
本
山
❶

●
3
月
1
日
　
大
野
家
仏
壇
遷
座
抜
魂
供
養

●
3
月
10
日
　�

東
日
本
大
震
災
十
周
年
・
東
京
大
空

襲
慰
霊
法
要
　
於
当
山
本
堂
❷

●
3
月
11
日
　�

東
日
本
大
震
災
十
周
年
・
東
京
大
空

襲
慰
霊
法
要
　
於
宗
務
院
仏
殿
❸

●
3
月
20
日
　�

春
季
彼
岸
会
戦
災
慰
霊
・
中
日
合
同

法
要

●
3
月
23
日
　�

T
V
「
俺
の
家
の
話
」
道
成
寺
梵
鐘
、

当
山
に
来
着
❹

●
4
月
6
日
　�

先
々
代
日
照
上
人
祥
月
命
日
忌
法
要

（
正
当
12
日�

宗
祖
像
遷
座
供
養
）

●
4
月
8
日
　�

烏
山
仏
教
会
花
ま
つ
り
法
要
（
個
別

寺
院
法
要
）

●
4
月
9
日
　
法
華
宗
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
慰
霊
法
要

●
4
月
15
日
　
猿
江
別
院
　
新
家
屋
地
鎮
祭

●
4
月
18
日
　�

小
佐
野
章
氏
内
室
夫
人
三
回
忌
法
要
❺

●
5
月
3
日
　
内
田
祥
哉
先
生
（
当
山
総
代
）
ご
逝
去

●
5
月
6
日
　�

猿
江
稲
荷
社
例
大
祭
法
要
（
協
力
会

社
・
職
員
出
席
）
❻

●
5
月
8
日
　
献
茶
式
　
大
宮
八
幡
宮
❼

●
5
月
8
日
　
山
木
宏
之
氏
（
当
山
総
代
）
ご
逝
去

●
5
月
29
日
　
下
谷
・
感
応
寺
入
山
式

新規墓所ご案内
3 尺×4尺＝6基　　3尺×3尺＝6基

2尺×2尺＝8基
詳細は当山までお問い合わせください。

　
当
山
総
代
で
あ
り
、
本
堂
再
建
建

設
委
員
長
を
お
務
め
い
た
だ
い
た
内

田
祥よ

し

哉ち
か

先
生
（
東
大
名
誉
教
授
・
日

本
学
士
院
会
員
）
が
、
去
る
5
月
3

日
、
老
衰
に
よ
り
ご
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
享
年
96
歳
。
同
7
日
、
ご
自
宅

で
の
ご
親
族
に
よ
る
葬
儀
は
、
当
住

上
人
、
佐
々
木
明
乗
上
人
に
て
厳
か

に
執
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
内
田
先
生
は
、
建
築
構
法
と
建
築

生
産
シ
ス
テ
ム
を
研
究
、
プ
レ
ハ
ブ

住
宅
か
ら
超
高
層
ビ
ル
の
建
設
に
至

る
ま
で
日
本
の
建
築
界
に
多
大
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。
在
来
の
木
造
建

築
も
再
評
価
し
、
現
代
に
見
合
う
構

法
の
研
究
と
普
及
に
努
め
ま
し
た
。

建
築
家
と
し
て
佐
賀
県
立
図
書
館
や

同
博
物
館
な
ど
を
手
が
け
、
教
育
者

と
し
て
も
母
校
の
東
大
で
教
壇
に
立
た

れ
、
建
築
家
の
原
広
司
さ
ん
、
隅
研
吾

さ
ん
ら
を
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
建

築
学
会
長
を
務
め
、ま
た
、日
本
建
築
学

会
大
賞
を
受
賞
。
ご
尊
父
は
建
築
家
で

東
大
学
長
を
務
め
た
内
田
祥
三
先
生
。

（
読
売
新
聞
5
月
8
日
版
よ
り
一
部
抜
粋
）

　
去
る
5
月
8
日
、
当
山
総
代
・
山

貞
合
名
会
社
会
長
山
木
宏
之
氏
が
ご

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
80
歳
。
山

木
家
は
「
山
貞
」
の
屋
号
で
木
場
材

木
商
を
営
み
、
ご
先
代
も
ご
総
代
を

お
務
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
同
12
日
、
13
日
、
桐
ケ
谷
斎
場
に

お
い
て
、
当
住
上
人
、
佐
々
木
明
乗

上
人
お
よ
び
当
山
弟
子
職
員
に
て
通

夜
葬
儀
を
お
勤
め
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　当山は、宗祖日蓮聖人聖誕 800 年記念事業としてお釈迦様
の涅槃図を仏画師中村美希女史に描いていただきました。そ
の作品をぬり絵として、檀信徒の皆様にお勧めしたところ、
それぞれの祈りを込めたぬり絵を、幅広い年齢層の方々から
ご奉納いただきました。本堂に上がる通路のスペースに展示
しております。引き続き、奉納を受付ておりますので、ぬり
絵用紙をご希望の方は、当山までご連絡いただければ、郵送
いたします。

ぬり絵「涅槃図」ご奉納

内
田
祥
哉 

先
生

山
木
宏
之 

氏

45No.

妙 寿 寺 の 心 の テ ラ ス に 集 う

季刊『寺楽寿』は東京都世田谷区北烏山の法華宗（本門流）
本覺山妙壽寺が発行する寺報です。

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

本覺山　妙壽寺　〈法華宗（本門流）〉 
〒157－0061　東京都世田谷区北烏山 5－15－1
電話 03－3308－1251　FAX.03－3308－7427
ホームページ　http://myojyuji.or.jp令和３年 6月 1日発行

浅見慈一 師 春風亭一之輔 師匠

追
悼

内
田
祥
哉
先
生
、
山
木
宏
之
氏
の
ご
冥
福
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ぬり絵「涅槃図」山本輝子さん

齋藤節子さん 山﨑くに子さん

内藤眞木子さん金武冴織さん

て
ら
に
っ
き

寺
日
記

令和3年11月20日（土）
於　妙壽寺本堂
開演 13：30（開場13時）

第11回 竹灯籠能・落語会 鵠
沼
・
晴
明
庵	

4
月
20
日
　
報
恩
法
要

桑
港
・
日
蓮
教
会	

5
月
8
日
　
W
E
B
理
事
会

猿
江
・
猿
江
別
院	

4
月
8
日
　
写
経
会

〈奉納者ご芳名〉　5月 10 日現在・五十音順
伊藤三枝、今木久子、金武冴織、黒田輝代、斉藤昭彦、齋藤節子、
齋藤竜之介、醍醐ハルノ、田中佳子、中馬左行、中馬洋子、内藤眞木子、
永野悦子、萬羽弘一、みさき、森昌子、山﨑くに子、山本輝子（敬称略）

竹灯籠能
「杜

かきつばた
若」
×

一之輔落語

6 月 12日	 勉強会「日蓮紀行」拝読	13
7 月 10日	 写経会
8 月	 休会
9 月 11日	 勉強会「日蓮紀行」拝読	14
10 月 9 日	 勉強会「日蓮紀行」拝読	15

　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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため離隔距離をとり、実施いたします。

当住上人の
宗務院宗務院 diarydiary

3/5,4/5,5/14,5/28  内局会議
3/9  宗会議員選挙開票立会い
3/15 学務協　於尼崎学林
4/5 責任役員会議
4/9 宗祖等奉讃会総務会

5/10  宗務院監査,（公財） 
全日本仏教会監査（WEB）

5/12  （公財）日本宗教連盟監査
5/19  （公財）日本宗教連盟理

事会（WEB）
5/20  （公財）全日本仏教会理

事会（WEB）

法要のご案内（別紙参照）

孟蘭盆会施餓鬼法要
7 月16 日  （金）
新盂蘭盆会法要（新盆）　午前11時
孟蘭盆会法要　午後 2時

秋季彼岸会中日法要
9 月 23 日 （木・祭）
初　座　午前11時　　第二座　午後 2時

宗祖第740遠御忌御会式
１１月 3 日 （水・祭）
御会式法要　午後 2時

本年はコロナウイルス感染の拡大防止のため、時間割を変更しております。

予 告

参加費：︎500 円
（御写経御手本・半紙・美味しいもの）
＊御写経御手本・半紙・書道具筆ペンは
　ご用意いたしております。

猿江別院御写経会

当山境内に絶滅危惧種
花「ギンラン」

第21回  6 月 3 日(木)

第22回  8 月 12 日(木)

第23回  10 月 14 日(木)

次の日程で、すべて午後1時より
午後7時まで開催。

ギンランは日本の野生蘭のひとつで、か
つては雑木林や里山の林下のどこにでも
見られた花でしたが、今や絶滅を危惧さ
れています。花期は 5-6 月。来年も出会
えますように。

椿の「浮き花」

散る時に、花首からぽとりと落ちる椿の「浮き花」。
ちなみに、椿によく似た山茶花（さざんか）は、花び
らが一枚一枚パラパラと散るようです。

令和 3年は
宗祖御聖誕

800年800年

❶❶

❸❸❷❷ ❹❹

❺ ❺ 大正11年 5月 27日生 99歳の　		大正 11年 5月 27日生 99歳の　		
　		小佐野氏　		小佐野氏

❻❻

❼ ❼ 中央：千玄室大宗匠（献茶ご奉仕）中央：千玄室大宗匠（献茶ご奉仕）
	 左端：鎌田紀彦同宮司	 左端：鎌田紀彦同宮司
	 右から二人目：当住上人	 右から二人目：当住上人
撮影直前に撮影直前に全員全員マスクを取りはずしていますマスクを取りはずしています



住
職　

今
日
は
山
﨑
く
に
子
さ
ん
に
お
越
し
い
た

だ
き
、「
五
家
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
妙

壽
寺
」
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
す
。

　

今
日
の
お
話
は
、
先
々
代
日
照
上
人
の
時
代
で

す
。
当
時
は
お
檀
家
さ
ん
と
お
寺
が
密
接
に
お
付

き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
は
も
う

時
代
が
変
わ
り
、
な
か
な
か
そ
の
よ
う
な
お
付
き

合
い
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

山
﨑
さ
ん
が
作
成
し
た
、
ご
自
身
の
か
か
わ
り

の
あ
る
五
家
の
家
系
図
を
も
と
に
、
ま
た
、
い
ず

れ
も
妙
壽
寺
と
ご
縁
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
あ

た
り
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
す
。

	

和
菓
子「
と
き
わ
木
」ヒ
ス
ト
リ
ー

	

　
創
業
明
治
43
年
、
独
自
の
和
菓
子
づ
く
り

住
職　

山
﨑
さ
ん
、
お
生
ま
れ
は
何
年
で
す
か
。

山
﨑
夫
人
（
以
下
、
敬
称
略
）　

昭
和
３
年
6
月

生
ま
れ
で
す
か
ら
92
歳
で
す
。

住
職　

こ
の
家
系
図
か
ら
み
る
と
、
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
の
は
丸
山
家
で
す
ね
。

山
﨑　

は
い
。
母
千
代
が
私
を
産
ん
で
20
日
目
に

亡
く
な
り
、
妙
壽
寺
の
墓
地
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

住
職　

そ
れ
で
、
石
川
家
の
養
女
に
な
ら
れ
て
、

そ
こ
で
お
育
ち
に
な
っ
て
、
今
度
は
石
川
家
か
ら

山
﨑
家
へ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

山
﨑　

は
い
。
私
を
産
ん
だ
母
が
石
川
元
太
郎
の

妹
で
す
。
つ
ま
り
伯
父
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
引
き
取

ら
れ
ま
し
た
。
母
は
産
後
の
衰
弱
で
入
院
し
て
い

た
の
で
、
元
太
郎
の
妻
と
み
が
、
私
が
面
倒
を
見

る
と
言
っ
て
、
生
後
５
日
目
か
６
日
目
ぐ
ら
い
に

引
き
取
っ
て
育
て
て
く
れ
ま
し
た
。

住
職　

こ
う
し
て
見
る
と
家
系
図
の
威
力
と
い
う

も
の
を
突
き
付
け
ら
れ
、
家
系
図
は
非
常
に
大
事

だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
世
代
の
背
景
が
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
つ
な
が

り
に
な
っ
て
い
く
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

今
も
、
と
き
わ
木
さ
ん
か
ら
数
十
年
来
欠
か
さ

ず
、
正
月
三
が
日
の
参
詣
者
に
お
出
し
す
る
松
竹

梅
の
お
干
菓
子
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
（
写
真

参
照
）。
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
森
常
太

郎
さ
ん
か
ら
戦
争
中
の
話
を
、
ま
た
、
写
経
会
に

よ
く
ご
一
緒
さ
れ
る
森
昌
子
さ
ん
の
亡
く
な
っ
た

ご
主
人
の
養
之
助
さ
ん
か
ら
も
聞
い
て
い
ま
し
た
。

常
太
郎
さ
ん
は
銀
座
の
清
月
堂
（
明
治
40
年
創
業

の
老
舗
）
で
修
業
さ
れ
、
そ
の
清
月
堂
が
と
き
わ

木
の
一
つ
基
に
な
っ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

山
﨑　

常
太
郎
さ
ん
は
、
19
歳
の
と
き
に
お
父
さ

ん
の
確
蔵
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
跡
を
継
い
で

板
場
に
入
っ
て
職
人
た
ち
と
一
緒
に
お
菓
子
を
作

る
の
を
習
い
始
め
た
の
で
す
が
、
20
歳
で
徴
用
さ

れ
、
昭
和
20
年
に
引
き
上
げ
て
き
た
ん
で
す
。
そ

の
間
に
常
太
郎
さ
ん
の
母
か
ね
さ
ん
は
焼
け
出
さ

れ
て
妙
壽
寺
に
身
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

住
職　

か
ね
さ
ん
が
妙
壽
寺
に
い
た
の
で
す
ね
。

山
﨑　

は
い
。
母
が
身
を
寄
せ

て
い
る
お
寺
に
常
太
郎
さ
ん
が
、

続
い
て
二
男
の
養
之
助
さ
ん
も

復
員
し
て
き
ま
し
た
。
終
戦

後
、
昭
和
通
り
に
面
し
た
と
き

わ
木
の
地
所
は
譲
渡
す
る
よ
う

相
当
強
固
に
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
か
ね
さ
ん
は
一
生
懸
命
守

り
、
そ
し
て
と
き
わ
木
を
再
建

し
ま
し
た
。
当
時
の
女
性
と
し

て
み
れ
ば
、
あ
の
戦
後
の
荒
々

し
い
世
相
の
中
で
よ
く
頑
張
り

ま
し
た
。
叔
母
は
偉
か
っ
た
と

尊
敬
し
て
い
ま
す
。

住
職　
「
木
挽
町
と
き
わ
木
」

の
石
川
家
は
、
友
次
郎
さ
ん
が

分
家
し
た
の
で
す
か
。

山
﨑　
「
と
き
わ
木
」
を
名
乗
っ

て
木
挽
町
に
開
店
し
た
の
は
元

太
郎
で
、
初
代
日
本
橋
「
と
き

わ
木
」
か
ら
分
家
し
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
大
正
初
期
の
頃
で
し

た
。

　

そ
れ
よ
り
数
年
前
に
な
り
ま

す
が
、
元
太
郎
の
妹
か
ね
に
縁

談
が
あ
り
ま
し
た
。
父
友
次
郎

の
亡
き
後
、
母
の
た
ま
は
年
頃

に
な
っ
て
き
た
三
人
の
娘
が
気

掛
か
り
で
し
た
。
す
る
と
知
り

合
い
か
ら
娘
の
か
ね
に
ど
う
か

と
お
話
が
あ
っ
て
、
清
月
堂
に

こ
う
い
う
人
（
結
婚
相
手
に
）

が
い
る
か
ら
、
羊
羹
を
買
い
に

行
っ
て
お
い
で
と
。
そ
こ
で
確

蔵
さ
ん
と
会
い
、
お
見
合
い
で

結
婚
し
た
ん
で
す
。

住
職　

そ
の
後
、
一
方
の
森
家

は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

山
﨑　

そ
の
と
き
の
事
情
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
確
蔵
さ
ん
は
結
婚
し
て
１
、２

年
に
と
に
か
く
ち
ゃ
ん
と
お
店
を
持
と
う
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
、
娘
婿
の
た
め
に
た
ま
さ
ん
も
幾

ら
か
出
資
し
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
明
治
43
年
、

日
本
橋
に
「
千
代
田
橋
と
き
わ
木
」
を
出
店
し
ま

し
た
。
た
ま
さ
ん
も
、
職
人
た
ち
の
お
勝
手
場
の

ほ
う
を
み
て
あ
げ
る
か
ら
と
、
か
ね
さ
ん
と
一
緒

に
森
家
へ
来
た
ん
で
す
。　

住
職　

石
川
家
は
ど
う
し
て
「
本
郷
と
き
わ
木
」

を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

山
﨑　

元
太
郎
さ
ん
は
、
最
初
ど
こ
か
河
岸
に
勤

め
て
い
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
だ
け
ど
、
義

理
の
兄
さ
ん
が
お
菓
子
を
作
る
の
を
見
て
、
自
分

も
お
菓
子
を
習
お
う
か
な
と
思
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
元
太
郎
さ
ん
は
、
確
蔵
さ
ん
の
と

こ
ろ
へ
弟
子
入
り
し
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
割
と

器
用
な
人
で
、
早
く
お
菓
子
の
作
り
方
と
か
が
よ

く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
ら
お
嫁
さ

ん
を
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
、
た
ま
さ

ん
や
確
蔵
さ
ん
た
ち
に
言
わ
れ
て
、
大
和
田
の
川

口
と
み
さ
ん
と
所
帯
を
も
っ
て
、
木
挽
町
の
歌
舞

伎
座
の
楽
屋
口
の
前
に
「
と
き
わ
木
」
と
い
う
名

前
で
お
菓
子
屋
を
出
し
ま
し
た
。

住
職　

す
ご
い
で
す
ね
、
歌
舞
伎
座
の
と
こ
ろ
に

と
は
。

山
﨑　

そ
の
頃
は
木
挽
町
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

関
東
大
震
災
で
焼
失
後
は
昭
和
通
り
に
な
る
か
ら

と
一
帯
は
立
ち
退
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
今

の
本
郷
通
り
か
ら
団
子
坂
千
駄
木
へ
抜
け
る
通
り

で
、
蓬
莱
町
（
旧
地
名
）「
と
き
わ
木
」
を
開
店

し
ま
し
た
。
そ
の
辺
り
一
帯
は
寺
町
で
す
。
本
堂

に
一
丈
（
約
3
メ
ー
ト
ル
）
の
木
彫
り
の
観
音
様

を
祀
っ
た
お
寺
が
あ
っ
て
、
通
り
に
は
毎
年
6
月

末
に
四
万
六
千
日
の
縁
日
が
出
る
の
で
楽
し
み
で

し
た
。

　

そ
の
お
寺
か
ら
団
子
坂
に
差
し
掛
か
る
所
を
曲

が
る
と
法
華
宗
の
宗
務
庁
が
あ
っ
て
、
日
照
上
人

様
が
よ
く
お
店
の
前
を
お
通
り
に
な
る
時
、
お
声

を
か
け
て
い
た
だ
い
た
思
い
出
が
ご
ざ
い
ま
す
。

住
職　

そ
う
な
る
と
次
に
丸
山
家
が
「
大
阪
と
き

わ
木
」
と
は
驚
き
ま
し
た
。
丸
山
家
と
石
川
・
森

両
家
と
は
ど
う
い
う
関
係
で
す
か
。

山
﨑　

丸
山
家
の
千
代
は
私
を
産
ん
で
く
れ
た
実

母
で
、
石
川
元
太
郎
の
末
の
妹
で
す
。

住
職　

そ
れ
で
、
大
阪
の
と
き
わ
木
に
行
か
れ
る

の
は
ど
な
た
で
す
か
ね
。

山
﨑　

丸
山
吉
之
助
は
や
は
り
河
岸
か
ど
こ
か
に

勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
森
確
蔵
さ
ん
を
見
て
い
て
、

私
も
お
菓
子
を
や
っ
て
み
よ
う
か
と
。
妻
千
代
の

姉
さ
ん
が
い
る
と
き
わ
木
へ
習
い
に
行
っ
て
、
そ

れ
で
四
谷
に
お
店
を
出
し
た
ん
で
す
。

住
職　

四
谷
三
丁
目
と
伺
い
ま
し
た
が
。

山
﨑　

え
え
。
そ
れ
で
、
大
震
災
の
後
に
大
阪
に

行
く
わ
け
で
す
。
結
局
、
吉
之
助
に
し
て
み
れ
ば
、

お
か
み
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
子
供
は
ば
ら
ば
ら

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

住
職　

昔
は
お
子
さ
ん
を
養
女
と
か
養
子
に
出

す
と
か
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
家
父
長
制
の
た
め
、

家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
使
命
で
、
そ
う
す
る
こ

と
が
普
通
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

	

う
な
ぎ「
大
和
田
」「
山
初
」ヒ
ス
ト
リ
ー

	

　
鰻
づ
く
し
の
貴
重
本
『
う
な
ぎ
風
物
誌
』

住
職　

私
が
と
も
か
く
読
ん
で
感
動
し
た
の
は
、

企
業
統
制
で
み
ん
な
商
売
を
強
制
的
に
や
め
さ
せ

ら
れ
た
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
で
も
お
店
を
開
け
て

い
れ
ば
、
す
ぐ
に
経
済
警
察
が
入
っ
て
引
っ
張
ら

れ
ち
ゃ
う
。
だ
か
ら
、
16
年
頃
か
ら
日
本
中
の
街

と
い
う
街
は
、
本
当
に
商
店
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

住
職　

山
﨑
さ
ん
ご
自
身
は
、
昭
和
の
初
め
か
ら
、

平
成
、
令
和
の
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
目
の
当
た

り
に
し
て
い
ま
す
が
、
家
族
の
つ
な
が
り
と
い
う

の
も
非
常
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。

　

私
も
住
職
を
勤
め
40
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
が
、

最
初
の
頃
と
今
と
は
、
家
族
と
か
人
間
関
係
が
大

分
変
わ
っ
て
き
て
、
個
人
単
位
の
話
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
、
な
か
な
か
家
族
同
士
で
思
い
や
る
と
い

う
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

山
﨑　

そ
れ
は
あ
り
ま
す
。

住
職　

家
族
同
士
で
思
い
や
る
と
い
う
、
も
ち
ろ

ん
親
子
の
関
係
と
か
兄
弟
は
そ
ん
な
に
昔
と
変
わ

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
社
会
全
体
が
思
い
や

る
と
い
う
こ
と
が
薄
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
山
﨑
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

山
﨑　

そ
れ
は
大
い
に
あ
り
ま
す
。
も
う
、
ひ
し

ひ
し
と
自
分
の
身
で
感
じ
ま
す
ね
。

住
職　

我
々
の
法
華
宗
は
、
結
構
お
せ
っ
か
い
な

宗
派
で
、
自
分
は
あ
ま
り
大
し
た
こ
と
な
い
の
に
、

人
の
こ
と
を
あ
あ
じ
ゃ
な
い
、
こ
う
じ
ゃ
な
い
と

い
っ
て
面
倒
を
見
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
町
内
で
、
口
入
れ
で
は
な
く
仲
人
口
が
あ
っ

て
、
人
と
人
と
を
引
き
合
わ
せ
た
り
、
そ
う
い
う

お
せ
っ
か
い
な
人
が
結
構
い
ま
し
た
ね
。

山
﨑　

日
照
お
上
人
様
は
、
産
ま
れ
て
す
ぐ
に
母

親
を
亡
く
し
た
私
の
こ
と
を
ず
っ
と
気
遣
っ
て
下

さ
っ
た
の
で
す
。
昭
和
24
年
頃
、
会
社
に
就
職
で

き
た
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
ら
、
お
洋
服
の
布
地

を
下
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
頃
は
、
ま
だ
純
毛
の

布
地
は
貴
重
品
で
し
た
、
早
速
日
本
橋
の
白
木

屋
（
後
の
東
急
百
貨
店
）
で
オ
ー
ダ
ー
し
ま
し
た
。

お
上
人
様
の
「
こ
れ
で
ス
ー
ツ
を
作
り
な
さ
い
」

は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
ひ
と
言
で
す
。

住
職　

私
た
ち
が
戦
前
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
歴

史
と
し
て
見
聞
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
大

事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
代
を
経

て
今
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
こ
れ
か
ら
の
人
間

関
係
の
在
り
方
、
本
当
の
意
味
で
お
寺
が
必
要
に

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
が
歴
史
を
き
ち
ん

と
考
え
て
い
く
こ
と
は
非
常
に
大
事
で
す
。

山
﨑　

幾
度
か
駄
目
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
な
と
思
っ

て
い
た
ら
何
と
か
、
か
ん
と
か
…
…
。
姉
の
ら
く

子
は
1
0
4
歳
で
す
。
だ
か
ら
、
姉
が
何
と
か

生
き
て
い
る
か
ら
私
も
生
き
る
の
か
し
ら
と
思
っ

ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
、
こ
れ
ば
っ
か
り
は
分
か
り
ま

せ
ん
も
の
ね
。
幾
つ
ま
で
と
い
う
の
は
。

住
職　

で
も
、
こ
れ
だ
け
長
く
お
寺
を
み
て
き
て

お
ら
れ
ま
す
。
私
が
生
ま
れ
る
前
の
祖
父
の
こ
と

を
、
外
に
は
よ
か
っ
た
け
ど
、
内
に
は
厳
し
か
っ

た
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
そ
う
い
う

話
を
聞
く
と
ち
ょ
っ
と
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
て
安
心
し
ま
す
。

　

妙
壽
寺
が
そ
う
い
う
伝
統
も
残
し
な
が
ら
こ
れ

か
ら
も
お
檀
家
さ
ん
と
の
関
係
を
つ
な
い
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

山
﨑　

そ
う
で
す
ね
。
私
も
陰
な
が
ら
拝
見
し
て

い
て
、
ご
住
職
様
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
な
さ
っ

て
お
ら
れ
る
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

住
職　

今
日
は
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

（
了
）

川
口
昇
さ
ん
の
『
う
な
ぎ
風
物
誌
』（
写
真
参
照
）

で
す
。
著
者
の
言
葉
に
よ
る
と
、「
古
い
う
な
ぎ

屋
の
、
し
き
た
り
、
内
部
の
模
様
に
あ
わ
せ
て
、

世
俗
風
俗
と
い
っ
た
も
の
を
こ
こ
に
ま
と
め
あ
げ

た
」
と
い
う
内
容
で
す
。「
お
や
じ
橋　

大
和
田
」

の
初
代
宇
兵
ヱ
さ
ん
か
ら
話
が
始
ま
り
ま
す
が
、

川
口
家
と
丸
山
・
石
川
両
家
と
は
ど
の
よ
う
に
関

係
し
て
く
る
の
で
す
か
。

山
﨑　

結
局
、
川
口
家
の
墓
は
こ
こ
猿
江
の
妙
壽

寺
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
山
中
家
と
石
川
た

ま
さ
ん
と
姻
戚
関
係
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
川
口
万

吉
と
み
ね
さ
ん
の
間
に
13
人
の
子
供
が
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
な
ほ
さ
ん
は
杵
屋
栄
蔵
と
い
う
芸
術
院

賞
を
受
章
し
た
長
唄
の
家
元
に
見
初
め
ら
れ
て
、

結
婚
。
万
吉
さ
ん
は
残
っ
た
と
み
さ
ん
を
気
に
か

か
っ
て
し
よ
う
が
な
か
っ
た
ら
し
い
で
す
。

　

そ
う
し
て
い
た
ら
、
と
き
わ
木
に
修
行
し
て
い

る
石
川
元
太
郎
さ
ん
が
い
る
け
ど
、
ど
う
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
、
と
み
さ
ん
が
お
嫁
に
行
き
ま

し
た
。

住
職　

そ
れ
で
石
川
家
と
つ
な
が
り
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
﨑　

そ
う
で
す
ね
。
元
太
郎
さ
ん
は
割
と
若
い

頃
か
ら
信
心
深
か
っ
た
か
ら
、
た
ま
た
ま
川
口
家

へ
結
婚
の
報
告
に
行
っ
て
、
妙
壽
寺
へ
お
参
り
し

た
の
が
ご
縁
の
始
ま
り
の
よ
う
で
す
。

住
職　

お
檀
家
さ
ん
に
な
っ
た
の
は
、
石
川
家
の

ほ
う
が
後
な
わ
け
で
す
ね
。

山
﨑　

後
で
す
。
だ
っ
て
、
川
口
家
は
江
戸
の
文

化
・
文
政
か
ら
の
ご
縁
で
す
か
ら
。

住
職　

け
れ
ど
、「
大
和
田
」
と
い
う
う
な
ぎ
屋

さ
ん
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
ね
。

山
﨑　

川
口
万
吉
さ
ん
が「
大
和
田
」の「
の
れ
ん
」

を
下
ろ
す
時
、
商
標
権
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
店
仕
舞
い
し
た
後
、
あ
ち

こ
ち
で
大
和
田
と
い
う
鰻
屋
さ
ん
を
見
掛
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
昭
和
7
年
頃
の
こ
と

で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

住
職　

本
の
函
画
は
、
国
芳
が
描
い
て
い
ま
す
が

（
宮
戸
川
︱
今
の
蔵
前
か
ら
吾
妻
橋
ま
で
︱
鰻
を

掻
い
て
い
る
図
）、
江
戸
の
都
市
文
化
が
花
開
く

と
と
も
に
、
食
文
化
も
発
展
し
て
、
庶
民
も
食
を

楽
し
む
よ
う
に
な
っ
て
、
食
の
番
付
が
流
行
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
川
口
家
の
墓
の
図
も

掲
載
さ
れ
て
い
て
、
感
激
し
ま
し
た
。（
図
参
照
）

 

「
お
や
じ
橋　

大
和
田
」
の
初
代
川
口
宇
兵
ヱ
が

江
戸
時
代
の
鰻
の
番
付
に
登
場
し
た
と
い
う
の
は
、

大
変
な
こ
と
で
す
。

山
﨑　

こ
の
本
を
う
ち
に
置
い
て
お
い
て
、
私
が

死
ん
じ
ゃ
っ
た
ら
、
も
う
後
片
づ
け
の
人
た
ち
は

何
も
知
ら
ず
に
処
分
す
る
の
で
は
と
。
妙
壽
寺
さ

ん
の
書
庫
の
片
隅
に
で
も
置
い
て
お
い
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
捨
て
ら
れ
ず
に
済
む
か
と
思
っ
て
お
願

い
し
ま
し
た
。

	

慈
し
み
に
満
ち
て
い
た
日
照
上
人

	

　
︱
今
こ
そ
、
家
族
同
士
の
深
い
絆
を

山
﨑　

時
が
過
ぎ
去
っ
て
み
る
と
、
そ
ん
な
に
立

派
な
大
会
社
と
か
い
う
家
族
じ
ゃ
な
い
、
本
当
に

市
井
の
小
さ
な
家
族
で
す
。
で
も
い
ろ
い
ろ
な
歴

史
が
あ
り
ま
す
ね
。

住
職　

い
や
、
そ
れ
は
や
は
り
和
菓
子
と
う
な
ぎ

は
江
戸
文
化
の
象
徴
で
す
も
の
。（
笑
）

山
﨑　

戦
争
が
激
し
く
な
っ
て
、
昭
和
16
年
に
は

宗
祖
聖
誕
8
0
0
年
記
念
・
本
堂
落
慶
35
周
年
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聞
き
手 

三
吉
廣
明
上
人
　
令
和
3
年
1
月
29
日
　
於
・
妙
壽
寺
猿
江
別
院

「
五
家
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
妙
壽
寺
」

山
﨑
く
に
子
夫
人
に
聞
く

三吉廣明上人と山﨑くに子さん

妙壽寺における
大和田家の墓

（『うなぎ風物誌』より）

「ときわ木」の
お正月用干菓子

『うなぎ風物誌』　川口 昇著

（13人兄弟）昇
『
う
な
ぎ
風
物
誌
』
著
者
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三
世
杵
屋
栄
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と
結
婚

と
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❹
の
元
太
郎
と
結
婚

み
ね 万

吉
江
戸（
文
政
）

の
鰻
番
付

に
登
場

妻 宇
兵
ヱ

うなぎ和菓子「ときわ木」
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〉

〈
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〉

〈
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〉
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昭
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廃
業

（
日
本
橋
）

お
や
じ
橋
大
和
田

川
口
家

❶

男女 つ
る

輝
代

う
た
子

❹
元
太
郎
の
叔
母

き
み

芳
次
郎

昭
和
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年
廃
業

山  

初

山
中
家

❷

ふ
じ
と
み

千
代 元

太
郎

か
ね

た
ま

友
次
郎

昭
和
20
年
廃
業

❹

く
に
子

好
一

て
い
子

❹
の

元
太
郎
の
妹

❺
の
森
家
へ
養
女
に

京
都
で
病
死
。
本
能
寺
に
て

赤
田
泰
圓
上
人
に
よ
り
ご
供
養

❺
の
鶴
蔵
の
妻
に

❶
の

川
口
家
か
ら
嫁
ぐ

❸
の
吉
之
助
の
妻
に

母
千
代
出
産
後
死
去
の
た
め

❹
の
石
川
家
へ
養
女
に

現
在
104
歳

千
代

吉
之
助

き
よ

昭
和
20
年
廃
業

大
阪
と
き
わ
木

丸
山
家

本
郷
と
き
わ
木

（
前
身
木
挽
町
）

石
川
家

❸

養
之
助

て
い
子
常
太
郎

〈
三
代
目
〉

宗
一
郎

❹
の
石
川
家

か
ら
嫁
ぐ

❸
の
丸
山
家
か
ら
養
女
に

か
ね

確
蔵

明
治
43
年
創
業

現
在
も
営
業
中

日
本
橋
と
き
わ
木

森
家

（
ち
よ
だ
橋
）

❺

く
に
子

ら
く
子

志
げ
子

❸
の
丸
山
家

か
ら
養
女
に

山
﨑
家
へ
嫁
ぐ

昌
子


