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当院本堂などを会場に開かれた寺子屋修養道場

寺
子
屋
修
養
道
場

十
五
人
の
子
ど
も
さ
ん
が
参
加

身
延
別
院
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
が
八
月
六
、
七
日
の
一
泊
二
日
の
日
程
で
、
「
お

寺
に
泊
ま
ろ
う
～
寺
子
屋
修
養
道
場
～
」
を
開
催
し
、
檀
信
徒
の
子
ど
も
さ
ん
、
お

孫
さ
ん
な
ど
十
五
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
。

今
年
は
「
い
た
だ
き
ま
す
、
ご
ち
そ
う
さ
ま
の
心
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
、
食
育

体
験
を
通
し
て
「
命
の
大
切
さ
」
「
感
謝
の
心
」
を
学
び
ま
し
た
。

一
日
目
の
午
後
一
時
過
ぎ
か
ら
、
保
護
者
も
参
加
し
て
開
会
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
地
下
ホ
ー
ル
で
日
程
説
明
を
受
け
、
班
ご
と
に
自
己
紹
介
を
し
た
後
、
子
ど
も

た
ち
は
今
年
四
月
に
新
社
殿
が
完
成
し
た
水
天
宮
の
見
学
に
出
か
け
ま
し
た
。
お
寺

に
戻
っ
て
夕
方
の
お
勤
め
を
し
た
後
は
、
食
育
体
験
を
楽
し
み
な
が
ら
夕
食
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
夕
食
後
は
銭
湯
体
験
で
「
十
思
湯
」
に
行
き
、
皆
で
熱
い
湯
船
に
つ

か
り
ま
し
た
。
お
寺
に
戻
り
、
就
寝
前
に
ビ
ン
ゴ
大
会
を
し
て
、
楽
し
い
一
日
を
締

め
く
く
り
ま
し
た
。

二
日
目
は
午
前
六
時
半
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
の
掃
除
の
時
間
に
は
、
皆
で
手
分
け
を
し
て
清
掃
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
朝
食
後
は
、
午
前
九
時
半
に
当
院
を
出
発
し
、
上
野
の
国
立
科
学
博
物

館
を
見
学
し
ま
し
た
。
昼
食
の
パ
ン
を
い
た
だ
い
た
後
、
同
館
で
記
念
写
真
を
撮

影
。
お
寺
に
戻
っ
て
午
後
二
時
半
か
ら
当
院
で
閉
会
式
に
臨
み
ま
し
た
。
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
も
青
年
会
の
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
も
充
実
し
た
二
日
間
と
な
り
ま
し

た
。

（
五
面
に
写
真
特
集
）
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第
二
十
七
回

秋
田
市
・
実じ

つ

城
じ
よ
う

院い
ん

石
造
の
厨
子
は
秋
田
市
の
文
化
財

私
が
「
法
華
霊
場
（
日
蓮
宗
）
千
か
寺
参
り
」
を
始

め
て
か
ら
、
今
年
の
五
月
で
ま
る
十
年
と
な
り
ま
し

た
。
身
延
別
院
を
初
め
て
参
拝
し
、
御
首
題
を
い
た
だ

い
た
の
は
平
成
十
八
年
九
月
十
日
の
こ
と
で
す
か
ら
、

こ
ち
ら
も
間
も
な
く
、
ま
る
十
年
目
の
お
付
き
合
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
千
か
寺
参
り
を
成
就
し
た
の

は
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日
。

当
時
は
、
千
か
寺
参
り
を
成
就
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
各
都
道
府
県
か
ら
最
低
一
か
寺
は
御
首
題
を
い
た
だ

こ
う
」
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
一
千

か
寺
を
成
就
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
も
お

寺
め
ぐ
り
の
旅
を
続
け
て
い
て
、
参
拝
寺
院
は
一
七
〇

〇
か
寺
余
り
と
な
り
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に
出
か
け
た

こ
と
の
な
い
地
域
が
四
県
あ
り
ま
し
た
。
今
回
ご
紹
介

す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
か
け
た
こ
と
の
な
か
っ
た

秋
田
県
の
お
寺
で
す
。

実
城
院
は
Ｊ
Ｒ
秋
田
駅
の
お
隣
、
Ｊ
Ｒ
土つ

ち

崎ざ
き

駅
か
ら

徒
歩
一
〇
分
ほ
ど
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
駅
前
広
場

に
立
っ
た
と
き
、
お
祭
り
の
日
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に

分
か
り
ま
し
た
。
勇
壮
な
武
者
人
形
を
載
せ
た
曳
山
が

町
中
の
あ
ち
こ
ち
に
繰
り
出
し
、
笛
や
太
鼓
、
お
囃
子

の
音
が
そ
こ
こ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
か
ら
で
す
。
地

元
の
人
に
尋
ね
る
と
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

「
土
崎
神
明
神
社
祭
の
曳
山
行
事
」
（
土
崎
港
曳
山
ま

つ
り
）
の
日
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

街
の
中
心
部
に
あ
る
実
城
院
は
、
お
祭
り
の
関
係
者

の
昼
食
会
場
に
開
放
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
た
く
さ
ん

の
人
が
行
き
交
い
、
活
気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
お
寺

を
参
拝
し
た
い
と
い
う
趣
旨
の
お
手
紙
を
事
前
に
出
し

て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
中
で
対
応
し
て
い
た

だ
け
る
の
か
、
心
配
に
な
っ
た
ほ
ど
で
す
。

で
も
、
心
配
は
無
用
で
し
た
。
玄
関
に
現
れ
た
ご
住

職
は
私
を
本
堂
に
案
内
し
、
「
お
祭
り
の
人
た
ち
は
気

に
せ
ず
、
ど
う
ぞ
ゆ
っ
く
り
お
参
り
く
だ
さ
い
」
と
話

し
「
御
首
題
を
書
い
て
き
ま
す
か
ら
」
と
私
の
御
首
題

帳
を
持
っ
て
、
別
室
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
い
つ

も
の
よ
う
に
開
経
偈
、
方
便
品
、
お
自
我
偈
、
お
題
目

と
、
は
っ
き
り
と
声
を
出
し
て
唱
え
ま
し
た
。
た
だ
、

本
堂
の
外
か
ら
は
、
笛
や
太
鼓
、
お
囃
子
の
リ
ズ
ム
が

ひ
っ
き
り
な
し
に
響
い
て
き
て
、
私
の
声
な
ど
か
き
消

さ
れ
そ
う
で
し
た
。
こ
ん
な
に
も
に
ぎ
や
か
な
お
祭
り

ム
ー
ド
の
中
で
、
参
拝
を
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で

し
た
。

日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
に
よ
る
と
、
実
城
院
は
、
も
と
は

秋
田
市
中
心
街
の
寺
町
に
あ
り
ま
し
た
が
、
廃
寺
と
な

り
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
八
月
に
現
在
の
土

崎
地
区
に
再
建
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

私
の
お
参
り
が
済
ん
だ
頃
を
見
計
ら
っ
て
再
び
姿
を

見
せ
た
ご
住
職
は
「
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
厨

子
の
方
へ
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
煤
を
被
っ
た
よ
う

な
黒
っ
ぽ
い
厨
子
が
、
軒
下
の
垂
木
、
扉
、
組
み
物
な

ど
細
部
に
至
る
ま
で
す
べ
て
石
造
物
で
あ
る
こ
と
を
説

明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
地
域
で
産
出
し
た
石
を
彫
っ
て

作
り
出
し
た
厨
子
で
、
秋
田
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
厨
子
を
見

る
の
も
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
。

（
平
山
徹
・
新
聞
記
者
）

石造の厨子が置かれている実城院の本堂
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夏
の
風
物
詩

三
木
上
人
の
怪
談
の
集
い
に
百
四
十
人

身
延
別
院
本
堂
で
七
月
二
十
二
日
、
当
院
青

年
会
主
催
の
「
怪
談
～
伝
馬
町
僧
侶
語
り
～
」

が
開
か
れ
ま
し
た
。

お
寺
に
縁
の
な
い
方
で
も
気
軽
に
足
を
運
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
一
昨
年
、
昨
年
と
開

催
し
大
好
評
だ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
第
三
回

と
な
る
今
回
も
事
前
に
多
く
の
方
に
お
申
し
込

み
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
当
日
、
寺
の
前
を
通
り

か
か
っ
た
方
が
看
板
を
見
て
飛
び
入
り
参
加
す

る
な
ど
、
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

最
終
的
に
参
加
者
は
満
員
御
礼
の
百
四
十
人
と

な
り
ま
し
た
。

怪
談
の
語
り
部
の
三
木
大
雲
上
人
（
京
都
・

日
蓮
宗
蓮
久
寺
住
職
）
は
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

で
怪
談
和
尚
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

関
西
テ
レ
ビ
の
「
怪
談
グ
ラ
ン
プ
リ
」
で
の
優

勝
経
験
も
あ
る
名
人
芸
の
持
ち
主
で
す
。
今
回

も
初
公
開
の
最
新
作
を
お
話
し
い
た
だ
き
、
大

い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
恐
怖
の
実
話
や
自

身
の
心
霊
体
験
を
、
日
蓮
宗
僧
侶
な
ら
で
は
の

法
華
経
的
解
釈
を
交
え
て
巧
み
に
語
る
三
木
上

人
の
怪
談
説
法
に
、
参
加
者
は
釘
付
け
と
な

り
、
全
員
が
固
唾
を
飲
ん
で
聴
き
入
っ
て
い
ま

し
た
。

巧みに語る三木上人に聴き入る参加者たち

受付にも行列ができるほどの人気でした

開演前に挨拶をする三木上人（右）と当院副住職（左）
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皆で学んだ一泊二日 寺子屋修養道場
食
育
体
験
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん

八
月
六
、
七
日
に
一
泊
二
日
の
日
程
で
行
わ
れ
た

「
寺
子
屋
修
養
道
場
」
に
は
、
十
五
人
の
子
ど
も
さ
ん

が
参
加
し
ま
し
た
。
最
年
少
は
幼
稚
園
生
の
市
原
快
隼

君
（
五
歳
）
、
最
年
長
は
小
学
四
年
生
の
西
尾
宗
時
君

（
十
歳
）
で
し
た
。
年
長
の
子
が
年
少
の
子
の
面
倒
を

み
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
た
り
す
る
場
面
も

あ
り
、
年
齢
の
違
う
子
ど
も
同
士
、
生
活
を
共
に
す
る

体
験
は
と
て
も
有
意
義
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

親
子
料
理
教
室
・
食
育
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
て
い
る

団
体
「foozit

」
の
代
表
・
吉
澤
晶
子
さ
ん
ら
に
よ
る

食
育
体
験
も
と
て
も
貴
重
な
機
会
で
し
た
。
自
分
で
削

っ
た
鰹
節
で
作
っ
た
ス
ー
プ
、
自
分
で
握
っ
た
お
に
ぎ

り
、
自
分
で
包
丁
を
使
っ
て
切
っ
た
野
菜
ス
テ
ィ
ッ
ク

を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
料
理
を
本
格
的
に

し
た
こ
と
が
な
い
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
と
て
も
新

鮮
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

銭
湯
体
験
で
は
、
銭
湯
に
入
る
時
の
マ
ナ
ー
を
学
び

ま
し
た
。
国
立
科
学
博
物
館
へ
の
遠
足
で
は
、
地
下
鉄

の
自
動
券
売
機
で
一
人
で
切
符
を
買
い
、
改
札
を
通
り

ま
し
た
。
お
題
目
も
た
ど
た
ど
し
く
、
開
会
式
で
は
声

も
出
な
か
っ
た
子
ど
も
さ
ん
も
、
閉
会
式
で
は
自
信
を

持
っ
て
大
き
な
声
で
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

た
っ
た
の
一
泊
二
日
で
し
た
が
、
皆
、
一
回
り
も
二

回
り
も
成
長
し
た
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

国
立
科
学
博
物
館
で
記
念
撮
影

真剣にお経練習に取り組む子どもさんたち
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鰻
供
養
放
生
会

鰻
供
養
放
生
会
が
六
月
四
日
、
本
堂
で
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
放
生
会
は
、
日
本
橋
地
区
の
鰻
の
蒲
焼
の

老
舗
・
名
店
で
つ
く
る
日
本
橋
蒲
焼
商
組
合
が
施
主
に

な
り
、
鰻
や
淡
水
魚
に
対
す
る
日
頃
の
感
謝
、
供
養
の

意
味
を
込
め
て
、
毎
年
六
月
に
行
っ
て
い
る
法
要
で

す
。
組
合
の
皆
さ
ん
は
本
堂
で
の
法
要
の
後
、
境
内
に

あ
る
「
鰻
塚
」
の
前
で
焼
香
を
し
ま
し
た
。
鰻
塚
は
、

組
合
傘
下
の
十
八
の
店
が
昭
和
五
十
八
年
四
月
三
日
に

建
立
し
た
供
養
塔
で
す
。
焼
香
後
、
組
合
の
皆
さ
ん
は

日
本
橋
川
に
移
動
し
、
生
き
た
鰻
を
放
流
し
ま
し
た
。

富
士
山
経
ヶ
岳
を
団
参

身
延
別
院
の
檀
信
徒
一
行
は
七
月
五
日
、
富
士
山
経

ヶ
岳
大
祭
「
立
正
安
国

世
界
平
和
祈
願
法
要
」
に
合
わ

せ
、
現
地
を
参
拝
し
ま
し
た
。
昨
年
は
、
箱
根
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
て
、
僧
侶
の
み
で
の
参
拝
で
し
た
が
、
今
年
は
、
河

野
信
成
師
、
阿
部
育
修
師
と
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
五
人
の

計
七
人
が
参
拝
し
ま
し
た
。
一
行
は
午
前
八
時
に
当
院

を
車
で
出
発
、
午
前
十
一
時
に
は
富
士
山
経
ヶ
岳
に
到

着
し
ま
し
た
。

文
永
六
年
（
一
二
六
九
年
）
の
夏
、
富
士
山
麓
に
住

む
塩
谷
平
内
左
衛
門
の
案
内
に
よ
っ
て
富
士
山
中
腹
の

五
合
五
勺
の
地
を
訪
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
に
よ

る
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
を
願
い
、
自
ら
書
写
さ
れ
た

法
華
経
を
埋
経
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
が
富
士
山
経
ヶ

岳
で
あ
り
、
「
宗
祖
埋
経
霊
場
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。一

行
は
常
唱
殿
に
上
が
り
、
身
延
山
の
布
教
部
長
、

布
教
部
の
各
上
人
、
僧
道
実
修
生
、
布
教
研
修
所
の
研

修
生
ら
と
共
に
、
法
華
経
の
序
品
、
方
便
品
、
お
自
我

偈
を
読
誦
し
た
後
、
お
題
目
を
唱
え
ま
し
た
。
ご
祈
祷

を
受
け
た
後
は
、
日
蓮
聖
人
が
天
下
泰
平
を
祈
念
し
た

窟
い
わ
や

と
伝
え
ら
れ
る
「
姥う

ば

ヶが

懐
ふ
と
こ
ろ

」
も
参
拝
し
ま
し
た
。

短
冊
に
願
い
事

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

た
。
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
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
。

今
年
は
七
月
五
日
か
ら
本
堂
前
に
笹
竹
が
設
置
さ
れ
、

「
世
界
平
和
」
「
身
体
健
全
」
「
家
内
安
全
」
な
ど
、

様
々
な
願
い
事
の
書
か
れ
た
色
と
り
ど
り
の
短
冊
が
結

び
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

富士山経ヶ岳を参拝した檀信徒の皆さん

鰻塚の前で焼香

本堂前に設置された笹竹
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七月十六日夕刻、本堂前で送り火を焚く

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
。
毎
年
の
お
盆
（
盂
蘭
盆
）
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
八
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
。春

季
彼
岸
会
法
要
に
五
十
人

身
延
別
院
の
春
季
彼
岸
会
大
法
要
が
、
三
月
二
十
三

日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
営
ま
れ
ま
し
た
。
檀
信
徒

約
五
十
人
が
本
堂
に
集
い
、
全
員
で
お
経
を
あ
げ
、
ご

先
祖
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
を
供
養
し
ま
し

た
。べ

っ
た
ら
市
、
三
年
ぶ
り
に
出
店
し
ま
す

身
延
別
院
青
年
会
は
十
月
十
九
、
二
十
日
、
東
京
・

日
本
橋
本
町
の
宝
田
恵
比
寿
神
社
を
中
心
に
開
か
れ
る

「
べ
っ
た
ら
市
」
に
三
年
ぶ
り
に
出
店
し
ま
す
。
べ
っ

た
ら
市
へ
は
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
年
）
に
初
め

て
出
店
し
、
揚
げ
た
こ
焼
き
、
讃
岐
う
ど
ん
、
豚
汁
な

ど
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
何
の
店
に
す
る

か
、
現
在
メ
ン
バ
ー
で
検
討
中
で
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ

ん
、
当
日
は
是
非
お
店
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。

お
稚
児
さ
ん
募
集

十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
身
延
別
院
の
お
会
式
で

は
、
今
年
も
お
稚
児
さ
ん
行
列
に
参
加
さ
れ
る
お
稚
児

さ
ん
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

行
列
で
は
、
お
題
目
と
団
扇
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ

て
、
小
伝
馬
町
界
隈
を
八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
練
り
歩
き

ま
す
。
お
稚
児
さ
ん
を
囲
ん
で
の
記
念
撮
影
も
行
わ

れ
、
「
と
て
も
よ
い
記
念
に
な
っ
た
」
と
好
評
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。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
い
た
し
ま
す
。

九
月

一
日
（
木
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

十
九
日
（
月
）
～
二
十
五
日
（
日
）
秋
季
彼
岸
会

二
十
五
日
（
日
）
秋
季
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要

午
後
一
時
よ
り

十
月

九
日
（
日
）
大
黒
天
祭

午
後
二
時
よ
り

十
九
日
（
水
）
・
二
十
日
（
木
）
べ
っ
た
ら
市
に

身
延
別
院
青
年
会
出
店

二
十
日
（
木
）
・
二
十
一
日
（
金
）

お
会
式
花
づ
く
り

十
一
月
三
日
（
木
）
身
延
別
院
お
会
式
法
要

午
後
一
時
よ
り

『
願
満
』
第
二
十
七
号
の
編
集
を
終
え
ま
し
た
。
今

年
三
月
の
前
号
刊
行
以
来
、
四
月
十
四
日
の
熊
本
大
地

震
、
舛
添
前
東
京
都
知
事
の
退
陣
と
小
池
新
都
知
事
の

登
場
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
で
の
民
主
党
ク
リ
ン
ト
ン

氏
、
共
和
党
ト
ラ
ン
プ
氏
の
、
両
党
の
代
表
者
決
定
、

そ
し
て
今
は
ブ
ラ
ジ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
真
っ
最
中
。

世
の
中
は
め
ま
ぐ
る
し
く
動
い
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち

は
、
世
事
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
日
の
う
ち
、

た
と
え
短
く
と
も
落
ち
着
い
た
静
か
な
時
間
を
持
ち
た

い
も
の
で
す
。
（
Ｆ
）
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伝
馬
町
と
箱
根
駅
伝
は
親
戚
だ

特
別
寄
稿

石
倉

知
之

未
開
の
地
で
あ
る
江
戸
へ
向
か
う
徳
川
家
康
を
迎
え
に
で
た
、
同
郷
の
馬ま
込ごめ
勘か
解げ
由ゆ

は
、
傳
馬
事
業
の
経
験
も
あ
っ
た
の
で
、
直
ち
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
「
道
中
傳
馬
役
」
を

命
ぜ
ら
れ
た
。
傳
馬
役
と
は
、
今
で
い
う
物
流
の
原
点
で
、
河
川
物
流
が
盛
ん
に
な
る
前

の
陸
上
物
流
の
代
表
と
し
て
、
馬
と
人
と
で
物
を
運
ぶ
役
目
で
あ
る
。
傳
馬
制
度
は
、
す

べ
て
ご
公
儀
（
幕
府
）
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
荷
を
馬
の
背
に
乗
せ
、
ヒ
ト
が
そ
れ
を
引
い

て
運
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
長
い
道
の
り
で
は
、
人
も
馬
も
疲
れ
る
の
で
、
次
の
宿
場
（
宿

駅
と
も
い
う
）
で
、
人
も
馬
も
交
代
し
て
次
々
と
引
き
継
い
で
、
荷
を
運
ぶ
制
度
で
あ

る
。
此
の
引
継
ぎ
を｢

駅
伝｣

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
近
年
日
本
で
は｢

荷｣

に

代
わ
っ
て｢

襷
た
す
き

｣

を
渡
し
引
継
ぐ
競
技
が
現
れ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
「
箱
根
駅
伝
」
で

あ
る
。
襷
の
引
き
継
ぎ
場
所
も
当
時
の
宿
駅
の
場
所
に
準
じ
て
い
る
と
い
う
。

勘
解
由
は
、
当
初
は
今
の
東
京
駅
付
近
に
あ
っ
た
宝
田
村
に
居
住
し
た
が
、
慶
長
十
一

（
一
六
〇
六
）
年
に
江
戸
城
拡
張
の
た
め
、
移
住
さ
せ
ら
れ
た
宝
田
村
村
民
と
共
に
、
そ

の
旗
頭
と
な
っ
て
、
大
伝
馬
町
に
引
っ
越
し
た
。
大
伝
馬
町
二
丁
目
（
今
の
大
伝
馬
町
一

之
部
町
会
）
角
の
馬
込
勘
解
由
屋
敷
内
に
、
傳
馬
役
役
所
を
置
い
た
。
馬
込
勘
解
由
屋
敷

に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
馬
込
勘
解
由
屋
敷
跡
文
化
財
説
明
板
―
そ
の
設
立
の
経
緯
―
」
で

書
い
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
役
所
は
、
馬
や
人
足
の
手
配
な
ど
の
、
宿
場
か
ら
宿
場
へ
荷

物
を
運
搬
す
る
た
め
の
実
務
全
般
を
取
り
扱
う
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
目
を｢

御
朱
印
傳

馬
役｣

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
ご
公
儀
の
仕
事
で
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
、
公
的
な
利
用
に
支

障
の
な
い
範
囲
で
、
料
金
を
取
っ
て
一
般
の
物
流
業
務
を
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
を｢

駄
賃
継
立｣

、
そ
の
傳
馬
は｢

駄
賃
馬｣

と
言
っ
た
。

傳
馬
役
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。｢

道
中
傳
馬
役｣

と｢

府
内
傳
馬
役｣

で
あ
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
前
者
は
東
海
道
五
十
三
次
を
含
む
五
街
道
全
般
に
亘
っ
た
全
国
各
地
へ

の
物
流
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
郊
外
を
含
め
江
戸
府
内
に
限
定
さ
れ
た
物
流
の
担

当
で
あ
る
。
江
戸
城
拡
張
の
た
め
、
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
宝
田
村
の
住
民
は
、
馬
込

勘
解
由
を
頭
と
し
た｢

大
伝
馬
町｣

へ
移
住
し
た
組
だ
け
で
な
く
、
高
野
新
右
衛
門
を
頭
と

し
た｢

南
伝
馬
町｣

へ
移
住
し
た
組
も
あ
っ
た
。｢

南
伝
馬
町｣

は
今
の
中
央
通
り
の
八
重
洲

通
り
か
ら
京
橋
へ
か
け
て
の
両
側
町
で
あ
る
。
馬
込
勘
解
由
と
高
野
新
右
衛
門
が｢

道
中
傳

馬
役｣

を
仰
せ
つ
か
り
、
協
力
し
て
全
国
の
物
流
に
当
た
っ
た
。
同
時
に
移
転
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
隣
村
、
千
代
田
村
の
住
民
は
、
宮
辺
又
四
郎
を
頭
と
し
て
、｢

小
伝
馬
町｣

へ
移
住

し
た
。
宮
辺
又
四
郎
は｢

府
内
傳
馬
役｣

に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
江
戸
府
内
の
物
流
を
担
当

し
た
。
全
国
と
江
戸
府
内
の
差
を
、
町
名
の｢

大｣｢

小｣

で
区
別
し
た
。｢

南
伝
馬
町｣

｢

大
伝

馬
町｣
｢

小
伝
馬
町｣

は
、
当
時
の
江
戸
を
代
表
す
る
町
と
し
て｢

三
伝
馬
町｣

と
呼
ば
れ
た
。

箱
根
駅
伝
（
宮
ノ
下
で
の
応
援
）

◇石倉知之（いしくら・ともゆき）

昭和５年日本橋大伝馬町生まれ。東

京大学で、農芸化学を専攻。卒業後、

現メルシャンに入社して発酵製造を研

究。この間、アメリカに留学。現在、

地元で貸しビル業を営む。大伝馬町一

之部町会長を１０年間にわたって務

め、大伝馬町の活性化に尽力した。別

院檀家の野田家の親戚に当たる。農学

博士。

宿
駅
傳
馬
制
度
は
、
軍
事
・
交
通
・

流
通
と
い
う
都
市
発
展
の
重
要
な
機
能

を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
は

も
ち
ろ
ん
、
京
・
大
阪
に
も
同
様
な
機

能
を
持
っ
た
体
制
が
作
ら
れ
、
都
市
発

展
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

箱
根
駅
伝
の
宮
ノ
下
で
の
応
援
は
特

徴
的
で
、
校
名
で
は
な
く
、
選
手
の
個

人
名
を
連
呼
し
て
応
援
す
る
の
で
あ

る
。
あ
の
狭
い
道
の
両
側
か
ら
、
大
勢

の
人
に
自
分
の
名
前
で
応
援
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
さ
ぞ
か
し
選
手
は
「
感

激
」
だ
ろ
う
。


