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　『
縁
』
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
私
と
の
出
会
い
。

　『
縁
起
』
と
聞
く
と
、
縁
起
が
い
い
と
か
悪
い

と
か
考
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、『
縁
起
』
と

は
元
々
仏
教
の
根
本
思
想
の
一
つ
で
、
全
て
の
物

は
「
縁
」
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味

な
の
で
す
。
こ
れ
が
仏
教
的
平
等
思
想
の
根
幹
で

有
り
、「
生
か
さ
れ
て
い
る
私
」
と
の
出
遇
と
な

る
の
で
す
。

　
青
蓮
寺
に
は
「
豊
後
国
の
二
孝
女
物
語
」
と

い
う
史
実
が
残
っ
て
い
ま
す
。
約
二
百
年
前
、
旅

の
途
中
病
に
倒
れ
青
蓮
寺
で
養
生
し
て
い
た
父
を
、

七
年
越
し
に
消
息
を
知
っ
た
娘
二
人
が
二
ヶ
月
に

も
お
よ
ぶ
苦
難
の
末
辿
り
つ
き
、
翌
年
に
は
両
藩

主
も
力
を
貸
し
帰
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
話
で

す
。
娘
達
は
「
お
父
さ
ん
は
独
り
ぼ
っ
ち
じ
ゃ
な

か
っ
た
」
と
多
く
の
村
人
が
父
を
助
け
て
く
れ
る

姿
を
見
て
心
か
ら
喜
び
手
を
合
わ
せ
ま
す
。
帰

郷
後
娘
達
は
「
常
陸
国
は
極
楽
の
よ
う
だ
」
と

話
し
て
い
ま
す
。
人
の
悲
し
み
を
自
分
の
こ
と
と

し
て
悲
し
み
、
人
の
喜
び
を
自
分
の
喜
び
と
し
て

喜
ん
だ
当
時
の
人
々
の
心
が
、
現
代
の
私
達
に
大

切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

縁
と
心
路

し
ん

ろ

青
蓮
寺
住
職
　
藤
井
　
智



寿松院境内

ご法話の様子

坐蒲（ざふ）

警策（きょうさく）の受け方

高
橋 

靖
浩
、
安
嶋 

隆
、
萩
谷 

浩
司
、
黒
澤 

貴
子
、
原
田 

靜
雄

お
寺
体
験
記
　
其
の
二
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何
気
な
い
日
常
の
中
に
も
、
人
と
人
と
の
出
会
い
、「
縁
」
が
あ
り
ま
す
。
生
涯
学
習
は
、
そ
の
よ
う
な
「
縁
」
を
結
ぶ
機
会
の
一
つ
と
し
て
多
く

の
方
が
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
フ
ォ
ン
ズ
で
は
、
縁
に
ゆ
か
り
の
あ
る
場
と
し
て
お
寺
で
の
体
験
記
を
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

回
は
そ
の
後
編
で
す
。
縁
や
「
絆
」
の
大
切
さ
や
奥
深
い
強
さ
を
感
じ
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

特
集

じ
ゅ
 

し
ょ
う
 

い
ん

り
ん
 
ざ
い
 

し
ゅ
う

寿
松
院 

座
禅
会

　
寿
松
院
は
、
も
と
臨
済
宗
で
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
開
創
。
太
田

山
寿
昌
寺
と
称
し
、
鎌
倉
に
あ
る
建
長
寺
の
末
寺
で
し
た
。

　
徳
川
光
圀
公
は
西
山
荘
に
隠
棲
後
、
し
ば
し
ば
寿
昌
寺
を
訪
れ
、
境

内
地
に
あ
っ
た
松
の
木
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
こ
と
か
ら
寿
松
院
と
改
称
し

て
、
様
々
な
援
助
を
行
い
当
寺
の
寺
宝
、
十
一
面
観
音
像
は
光
圀
公
の
寄

進
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
寿
松
院
で
は
、
毎
月
第
二
・
第
四
土
曜
日
朝
七
時
か
ら
坐
禅
会
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
私
た
ち
が
伺
っ
た
日
は
、

二
十
五
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
最
初
に
住
職
か
ら
、
座
禅
の
準

備
〜
座
禅
の
終
わ
り
ま
で
、
丁
寧
に
作

法
の
指
導
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
二
、
入
堂
の
仕
方
―

左
足
か
ら
入
る
。

　
三
、
足
の
組
み
方
―

坐
蒲
が
お
し
り
の

　
　
　
中
心
に
位
置
す
る
よ
う
に
し
て
、

　
　
　
深
す
ぎ
ず
浅
す
ぎ
ず
坐
り
、
足
を

　
　
　
組
む
。

　
足
の
組
み
方
は
結
跏
趺
坐
で
も
半
跏

趺
坐
で
も
よ
い
が
、
大
切
な
こ
と
は
、

両
膝
と
お
し
り
の
三
点
で
上
体
を
支
え
、

姿
勢
を
調
え
、
呼
吸
を
調
え
、
心
を
調
る
。

な
ど
、
す
べ
て
初
め
て
の
事
で
し
た
の

で
覚
え
る
の
は
非
常
に
大
変
で
し
た
。

け
っ
か
　
　
ふ
　
　
ざ

は
ん
　
か

と
と
の



住職の飯河 孝道さんと副住職の飯河 泰明さん

御膳： 右奥のお菓子が置いてある懐紙には
　　「一期一会」としたためられていました。

寿松院（曹洞宗無量山 寿松院）
田渡町３３５

正
念
寺

永
代
経
法
要
体
験

し
ょ
う
　
ね
ん
　
　
じ

永代経法要の様子

大勢の来場者

読経を唱える方々
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坐
禅
時
間
は
約
二
十
五
分
、
そ
の
後
「
般

若
心
経
」
の
読
経
と
「
心
に
関
す
る
」

ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。
続
い
て
、

住
職
の
ご
厚
意
に
よ
る
奥
様
お
手
製
の

朝
食
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
片
付
け
は
参

加
者
全
員
で
行
い
、
修
了
と
な
り
ま
す
。

　「
座
禅
」
か
ら
心
に
つ
い
て
の
お
話
で

自
分
と
向
き
合
い
心
の
在
り
方
を
問
い

か
け
、
お
も
て
な
し
の
食
事
を
い
た
だ

く
こ
と
で
、
あ
り
が
た
さ
や
思
い
や
り

を
感
じ
、
心
の
洗
濯
と
な
る
よ
う
な
一

日
と
な
り
ま
し
た
。

　
季
節
は
冬
か
ら
春
へ
、
雷
鳴
が
轟
き

激
し
く
雨
が
降
る
、
私
た
ち
が
寺
を
訪

ね
た
の
は
そ
ん
な
一
日
で
し
た
。
住
職

と
奥
さ
ん
そ
し
て
副
住
職
の
息
子
さ
ん

へ
挨
拶
を
し
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
正
念
寺
は
も
と
願
入
寺
と
称
し
、
如

信
上
人
（
一
二
三
五
〜
一
三
〇
〇
、
親

鸞
聖
人
の
孫
）
の
開
基
に
因
る
も
の
と

の
こ
と
で
す
。

　
寺
が
行
っ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
の
勉

強
会
の
こ
と
や
、
浄
土
真
宗
が
昔
か
ら

継
承
し
て
い
る
大
衆
と
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
、
例
え
ば
安
土
桃
山
期
の
織
田

信
長
を
例
に
と
り
、
な
ぜ
信
長
が
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
を
恐
れ
た
の
か
、
な
ど

興
味
深
い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
毎
年
三
月
に
は
、
永
代
経
法
要
（
永

代
読
経
・
末
永
く
お
経
を
唱
え
る
こ
と
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。
故
人
の
ご
縁
の
も

と
に
寺
に
集
い
、
こ
の
世
の
私
達
が
お

経
を
唱
え
、
教
え
を
後
世
に
つ
な
い
で

い
く
も
の
で
す
。
今
年
は
三
月
八
日
、

そ
の
当
日
に
私
た
ち
も
伺
い
ま
し
た
。

本
堂
に
は
門
徒
の
方
々
や
、
読
経
の
後

に
催
さ
れ
る
講
談
を
拝
聴
す
る
た
め
来

場
し
た
一
般
の
方
々
が
大
勢
集
っ
て
い

ま
す
。

　
佐
竹
知
信
住
職
の
講
話
の
後
、
数
人

の
お
坊
さ
ん
の
主
導
に
よ
り
、
集
っ
た

人
た
ち
が
読
経
を
始
め
ま
す
。
壮
厳
な

な
か
に
も
力
強
い
読
経
が
混
声
合
唱
の

よ
う
に
響
き
わ
た
り
ま
す
。

に
ょ

し
ん

た
ん
　
に
　
し
ょ
う



青
蓮
寺

二
孝
女
物
語
発
見
記

し
ょ
う
　
れ
ん
　
　
じ

一龍齋春水さんによる講談の様子

一龍齋春水さん佐竹住職さん、一龍齋春水さん、と取材の私たち

住職の佐竹 知信さん

正念寺（浄土真宗本願寺派正念寺）
久米町２０－１

石段と屋根がなんとも印象的な青蓮寺

発見された二孝女物語に関する手紙（写真左下）と取材させてい
だいた藤井住職さん（写真右奥）
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読
経
が
終
わ
る
と
、
口
演
者
と
し
て
出
番
を
待

っ
て
い
た
、
声
優
で
も
あ
る
講
談
師
の
一
龍
齋
春

水
さ
ん
に
よ
り
「
金
子
み
す
ず
の
生
涯
」
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。
春
水
さ
ん
の
迫
真
の
話
芸
は
、
私

達
聞
く
者
の
心
に
強
く
迫
っ
て
き
ま
す
。
み
す
ず

の
詩
「
こ
だ
ま
で
し
ょ
う
か
」
と
「
星
と
た
ん
ぽ

ぽ
」
は
東
日
本
大
震
災
の
折
、
連
日
テ
レ
ビ
で
放

映
さ
れ
ま
し
た
。「
遊
ぼ
う
っ
て
い
う
と
…
」
や
「
見

え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー

ズ
を
ご
記
憶
の
方
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
が
講
談
師
一
龍
齋
春
水
さ
ん
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
と
、
住
職
の
講
話
も
相
ま
っ
て
、「
人

間
の
本
質
と
は
何
か
？
」「
存
在
と
は
何
か
？
」
深

い
問
い
と
し
て
聞
く
も
の
の
胸
に
届
き
ま
す
。

　
青
蓮
寺
は
二
孝
女
物
語
の
舞
台
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
、

こ
の
物
語
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
詳
し
い
由
来
を
う
か
が
っ

て
き
ま
し
た
。

　
住
職
の
藤
井
智
さ
ん
が
平
成
八
年
に

入
寺
さ
れ
る
ま
で
、
青
蓮
寺
は
二
十
数

年
も
の
間
住
職
も
な
く
荒
れ
た
状
態
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
住
職
を
引
き
受
け
る

か
ど
う
か
悩
み
な
が
ら
も
一
度
寺
を
見

て
み
よ
う
と
こ
こ
を
訪
ね
た
折
、
地
元

の
方
々
が
ご
住
職
た
ち
の
手
を
握
り
し
め
、

歓
迎
し
て
く
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
り
、

こ
の
青
蓮
寺
に
縁
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。

　
そ
の
後
、
平
成
十
六
年
に
大
分
県
の

臼
杵
市
か
ら
一
本
の
電
話
が
あ
り
、
臼

杵
市
に
伝
わ
る
二
孝
女
物
語
の
研
究
会

の
方
か
ら
、
何
か
物
語
に
つ
い
て
お
話

は
ご
存
知
あ
り
ま
せ
ん
か
と
の
問
い
合

わ
せ
を
い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。
荒
れ

放
題
だ
っ
た
お
寺
の
片
付
け
も
ま
だ
な

か
な
か
進
ん
で
い
な
い
中
、
近
所
の
方

に
尋
ね
て
み
て
も
知
っ
て
い
る
と
い
う

人
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

翌
年
、
片
付
け
を
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、

長
持
が
見
つ
か
り
箱
を
開
け
て
み
る
と
、

中
か
ら
古
い
手
紙
の
よ
う
な
も
の
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
水
戸
の
郷
土

史
家
の
方
に
確
認
し
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
臼
杵
市
の
お
寺
か
ら
の
手
紙
等
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
物
語
が
史
実

だ
と
分
か
っ
た
の
で
し
た
。

い
ち
　
り
ゅ
う
　

さ
い
　
は
る

　
　
み



青蓮寺（浄土真宗本願寺派皇跡山
極楽院青蓮寺）     東連地町２００

前号と合わせて紹介しているお寺のうち以下の
お寺が集中曝涼に参加しています。

常陸太田市指定文化財集中曝涼
平成 30 年 10 月 20日（土）・21日（日）に開催！

講話の様子「二孝女物語」は、約２００年前に旅先の常陸国（現常陸太田市）で病に倒れた
父を迎えに、豊後国臼杵（現大分県臼杵市）から苦難の旅をした２人の娘の孝行話。

住職の藤井 智さん

道の駅道の駅

菊
蓮
寺

菊
蓮
寺

菊
蓮
寺

菊
蓮
寺

1

青
蓮
寺

青
蓮
寺

青
蓮
寺

青
蓮
寺

香
仙
寺

香
仙
寺

香
仙
寺

香
仙
寺

2

3

2 3

西山荘西山荘

金砂の湯金砂の湯

2018年4月発行フォンズ 84号「お寺体験記 其の一」をご参照下さい。
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そ
の
後
、
御
説
教
と
し
て
多
く
の
方

に
二
孝
女
物
語
を
お
話
し
し
て
き
た
藤

井
さ
ん
。
地
元
の
小
学
生
に
お
話
を
し

た
と
き
、「
自
分
の
先
祖
が
人
に
優
し
く
、

困
っ
て
い
る
人
を
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る

よ
う
な
人
で
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
本

当
に
嬉
し
い
と
い
う
こ
と
は
テ
ス
ト
で

一
〇
〇
点
を
取
っ
た
り
と
か
、
欲
し
い

物
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
り
と
い
う
よ
う

な
今
ま
で
自
分
が
思
っ
て
き
た
こ
と
と

は
別
の
事
だ
と
分
っ
た
。」
と
い
う
感
想

を
聞
い
た
の
が
思
い
出
深
い
そ
う
で
す
。

　
二
人
の
姉
妹
の
父
親
を
思
う
気
持
ち
と
、

そ
の
気
持
ち
に
打
た
れ
て
二
人
を
助
け

る
多
く
の
人
達
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、

人
を
思
い
や
る
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
い

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。



人員構成／11名　活動日／毎月2回（第1、第3月曜日）
活動場所／誉田公民館ホール
活動費／年会費4,000円、展示会費3,500円
連絡先／会長：斎藤俊彦  0294-73-0077
常陸太田市教育委員会文化課  0294-72-3201

前方後円墳の梵天山古墳

＜参考文献>
「新編常陸国誌」「常陸国郡郷考」「古代地名語源辞典」
　「茨城県地名大辞典」「常陸太田市史―通史編―」
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島
町
に
あ
る
県
内
第
二
位
の
規
模

を
有
す
る
梵
天
山
古
墳
は
、
久
慈
国

造
の
船
瀬
足
尼
の
墳
墓
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
地
は
『
和
名
抄
』
に

み
え
る
常
陸
国
久
慈
郡
二
十
郷
の
一

つ
で
あ
る
志
万
郷
に
あ
た
る
。
こ
の

志
万
の
郷
名
が
こ
の
地
名
に
由
来
し

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
志
万
郷
の
名
は
、

久
慈
川
と
山
田
川
の
合
流
す
る
一
帯

が
両
河
川
に
は
さ
ま
れ
て
島
の
よ
う

な
形
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、「
シ
マ
」
と
い
う
地
名
の
土

地
は
、
周
囲
を
流
水
で
囲
ま
れ
た
地
で
、

そ
こ
に
河
川
港
が
発
達
し
、
物
資
の

集
散
地
や
水
上
交
通
の
中
心
地
と
し

て
集
落
が
発
達
し
て
「
シ
マ
」
郷
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
ま島
『
常
陸
太
田
市
島
町
』

川
松 

博
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ぼ
ん
 

て
ん
 

さ
ん

F
C
バ
ン
デ
ィ
エ
ラ
常
陸
太
田

塩
原 

慶
子

Football Club BANDIERA Hitachiota/ フットボールクラブ バンディエラ 常陸太田
設立／ 2016年　会員数／中学生44名、小学生（スクール生）52名
練習日／中学生：火・水・木曜日 19:00～21:00（土・日曜日は主に試合）
小学生1-3年生：火曜、木曜 4-6年生：水曜、金曜 18:00～19:00（月曜日は隔週でフットサル）
月謝（会費）／小学生：3,000円、中学生：8,000円
問い合せ／茅根 隼人（携帯：080-3322-5360）事務局：0294-70-3307（渡辺）
※サッカーのほかに、フットサル部、バレーボール部・バドミントン部も活動しています。

　
少
子
化
の
進
む
地
方
で
ま
す
ま
す
重
要

性
を
高
め
る
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
シ
リ

ー
ズ
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
二
〇
〇
八
年
、
久
米
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
で
も
コ
ー
チ
と
し
て
指
導
を
し
て
い

る
渡
辺
聡
さ
ん
が
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
も
っ
と
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
め
る
環
境
を
作

ろ
う
と
、
フ
ッ
ト
サ
ル
と
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
ク

ラ
ブA

thletic C
lub B

A
N
D
IE
R
A

（A
C
 

バ
ン
デ
ィ
エ
ラ
）
を
立
ち
上
げ
た
の
が
ク
ラ
ブ

の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
チ
ー
ム
代
表
の
茅
根
隼

人
さ
ん
は
水
戸
ホ
ー
リ
ー
ホ
ッ
ク
ジ
ュ
ニ
ア
の

監
督
の
経
験
も
あ
り
、
そ
の
経
験
を
地
域

の
子
ど
も
た
ち
に
還
元
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通

し
た
地
域
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
、
二
〇
一

六
年
、
高
校
サ
ッ
カ
ー
部
の
同
級
生
で
峰
山

中
学
校
サ
ッ
カ
ー
部
の
外
部
コ
ー
チ
を
し
て

い
た
高
尾
亮
さ
ん
と
と
も
に
、
渡
辺
さ
ん
の

ク
ラ
ブ
を
基
盤
と
し
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
ユ
ー
ス
チ

ー
ム
と
サ
ッ
カ
ー
ス
ク
ー
ル
を
創
設
し
ま
し
た
。

翌
年
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
重
要
性
が

増
し
た
こ
と
、
団
体
と
し
て
の
責
任
も
し
っ

か
り
と
担
え
る
よ
う
と
、
一
般
社
団
法
人
の

法
人
格
を
取
得
、
社
会
教
育
の
一
環
と
し
て

の
ス
ポ
ー
ツ
の
原
点
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、

地
域
密
着
・
地
域
貢
献
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ

活
動
を
常
陸
太
田
市
で
繰
り
広
げ
て
い
ま

す
。
常
陸
太
田
市
だ
け
で
な
く
、
大
子
町
・

東
海
村
・
那
珂
市
・
常
陸
大
宮
市
な
ど
か

ら
来
る
子
ど
も
た
ち
が
い
た
り
、
遠
征
試

合
の
送
迎
に
地
元
の
魚
屋
さ
ん
が
送
迎
バ
ス

を
貸
し
出
し
て
く
れ
た
り
、
練
習
を
じ
っ
と

見
守
る
保
護
者
さ
ん
た
ち
の
眼
も
温
か
く
、

地
域
密
着
型
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
お
手
本

の
よ
う
で
し
た
。

文化の泉

舞
鶴
水
墨
画
会黒

羽 

文
男

　
舞
鶴
水
墨
画
会
は
、
平
成
十
三
年
に
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
水
墨
画
の

講
座
を
受
講
し
た
メ
ン
バ
ー
で
発
足
し
ま
し
た
。

　
活
動
は
、
春
や
夏
に
近
場
へ
出
か
け
ス
ケ
ッ

チ
、
ま
た
、
静
物
デ
ッ
サ
ン
の
研
修
会
等
を

行
い
、
こ
れ
を
も
と
に
作
品
の
制
作
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
一
つ
の
作
品
を
制
作
す
る
に
は
十
数
日
の

制
作
期
間
が
必
要
で
す
。
描
く
対
象
物
の
外

観
だ
け
で
は
な
く
心
の
眼
で
そ
の
実
態
や
本

質
を
掘
り
さ
げ
、
感
じ
取
っ
た
も
の
を
、
滲

み
や
ぼ
か
し
等
を
駆
使
し
墨
一
色
で
表
現
し
て

い
き
ま
す
。
活
動
日
に
作
品
を
持
ち
寄
り
、

絵
の
構
成
や
、
改
良
点
な
ど
を
会
員
全
員
で

評
価
し
制
作
技
術
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
て

い
ま
す
。
水
墨
画
は
、
塗
り
直
し
た
り
消
し

た
り
で
き
ず
、
一
筆
一
筆
に
込
め
る
緊
張
感
は

脳
に
良
い
刺
激
を
与
え
る
の
で
老
化
防
止
に

役
立
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
斎
藤
会
長
は
、

「
水
墨
画
は
、
見
る
人
の
魂
に
響
き
、
迫
り

感
動
さ
せ
る
事
の
で
き
る
精
神
性
の
高
い
絵

画
芸
術
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
舞
鶴
水
墨
画

会
は
随
時
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
皆
様

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

わ
　
み
ょ
う
 

し
ょ
う



●前菜三種盛り、水府産常陸秋そば、手作りフルーツケーキ、
　コーヒー or 紅茶 1,500円（要予約）

●手作りフルーツケーキ、コーヒー or 紅茶 600円 

営業時間／ 11：00～15：00  営業日／火曜日、水曜日
住所／上土木内町365    電話／0294-33-9818
県道157号線沿い、西小沢小学校前から東へ約1㎞。水路沿いで車がすれ違いにく
い道路ですのでお気をつけてお出かけください。
Webサイト／ https://kyohahare.com/
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私
が「
ぐ
る
ん
ぱ
の
よ
う
ち
え
ん
」に
出

会
っ
た
の
は
幼
少
期
で
す
。当
時
、幼
稚
園

教
諭
を
し
て
い
た
叔
母
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て

も
ら
っ
て
か
ら
、ず
っ
と
側
に
あ
る
お
気
に
入

り
の
一
冊
で
す
。

　「
ぐ
る
ん
ぱ
の
よ
う
ち
え
ん
」は
、一
人
ぼ
っ

ち
で
泣
き
虫
の
ゾ
ウ
の
ぐ
る
ん
ぱ
が
、仲
間
に

背
中
を
押
さ
れ
働
き
に
出
ま
す
。行
く
先
々

で
失
敗
を
重
ね
つ
つ
も
前
に
進
み
、自
分
を
必

要
と
し
て
い
る
人
々
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、と
う
と
う
自
分
の
居
場
所
を
見
つ

け
ま
す
。そ
し
て
、つ
い
に
天
職
を
見
つ
け
た

ぐ
る
ん
ぱ
が
幼
稚
園
で
楽
し
く
遊
ん
で
い
る

ペ
ー
ジ
は
、心
を
ほ
っ
こ
り
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
こ
の
絵
本
と
の
出
会
い
か
ら
わ
ず
か
数
年

後
の
小
学
一
年
の
時
か
ら
、私
の
将
来
の
夢
は

幼
稚
園
教
諭
と
な
り
、一
度
も
心
変
わ
り
す

る
こ
と
な
く
夢
を
叶
え
、幼
稚
園
教
諭
に
な

り
ま
し
た
。私
の
人
生
の
中
で
、幼
少
期
の
出

会
い
か
ら
始
ま
り
、実
習
時
を
含
め
先
生
と

な
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
、母
と
な
っ
て
娘
た
ち

に
と
幾
度
と
な
く
手
に
し
て
き
ま
し
た
。そ

し
て
、今
春
、長
女
が
幼
稚
園
教
諭
の
夢
を

叶
え
る
た
め
大
学
に
進
学
し
ま
し
た
。入
学

し
て
ほ
ど
な
く
、あ
る
授
業
で
絵
本
を
使
う

と
の
こ
と
、そ
し
て
長
女
の
選
ん
だ
絵
本
は「
ぐ

る
ん
ぱ
の
よ
う
ち
え
ん
」で
し
た
。ま
さ
し
く

私
た
ち
親
子
の
夢
を
繋
い
だ
一
冊
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
初
版
が
一
九
六
六
年
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
作
品

で
あ
る「
ぐ
る
ん
ぱ
の
よ
う
ち
え
ん
」。ス
ト

ー
リ
ー
の
中
に
た
く
さ
ん
の「
気
づ
き
」や「
学

び
」が
つ
ま
っ
た
本
、そ
こ
に
は
長
年
愛
さ
れ

る
理
由
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。母
か
ら
娘
、

娘
か
ら
孫
へ
と
、我
が
家
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
絵

本
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
仕
事
仕
事
で
懸
命
に
過
ご
し
た
日
々

を
終
え
た
と
き
、
こ
れ
か
ら
は
田
舎
で

ゆ
っ
く
り
と
過
ご
し
た
い
と
縁
も
ゆ
か
り

も
な
か
っ
た
常
陸
太
田
の
古
民
家
を
購

入
・
改
築
し
、
習
い
覚
え
た
手
打
ち
蕎

麦
の
ラ
ン
チ
を
出
す
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＆
ラ
ン

チ
の
お
店
を
始
め
ま
し
た
。
雰
囲
気
あ

ふ
れ
る
古
民
家
の
中
で
ゆ
っ
た
り
と
景

色
を
眺
め
な
が
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
作
ら
れ
た
ラ
ン
チ
が
い
た
だ
け
ま
す
。

懐
か
し
い
実
家
に
戻
っ
て
ご
ち
そ
う
を
い

た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
暖
か
な
気
分
に

な
れ
る
お
店
で
す
。

　
ヤ
コ
ウ
タ
ケ
（
夜
光
茸
）
の
名
の
よ
う
に

光
る
キ
ノ
コ
と
し
て
有
名
な
キ
ノ
コ
で
す
。

日
本
に
は
光
る
キ
ノ
コ
は
何
種
類
か
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
光
の
強
さ
は
強

い
方
で
す
。
八
丈
島
な
ど
で
は｢

グ
リ
ー
ン

ペ
ペ｣

の
愛
称
で
観
光
見
学
ツ
ア
ー
等
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
暖
か
い
地
方
の

キ
ノ
コ
で
す
の
で
、
茨
城
県
で
は
移
入
し
た

椰
子
の
木
に
く
っ
つ
い
て
き
た
の
が
報
告
さ

れ
た
く
ら
い
で
し
た
。
そ
れ
が
、
昨
年
思
い

が
け
ず
、
市
内
の
西
金
砂
山
で
出
会

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
今

年
も
再
確
認
が
で
き
ま
し
た
。
県
自

然
博
物
館
や
大
学
の
先
生
に
見
て
も

ら
っ
た
所
、
新
種
か
も
し
れ
な
い
可

能
性
も
出
て
き
ま
し
た
。
大
き
さ
は

傘
経
１
〜
２
㎝
の
小
さ
さ
で
す
が
、
光

は
目
立
ち
点
滅
し
な
い
ホ
タ
ル
が
止

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
皆
さ
ん
の
近
く
で
も
出

会
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
ぐ
る
ん
ぱ
の
よ
う
ち
え
ん
』

栗
原  

香
（
大
里
町
）

ひといき

『
ヤ
コ
ウ
タ
ケ
』

佐
々
木 
泰
弘

ほっと

ちょっと

ひといき

『
今
日
ハ
晴
レ
』

塩
原 

慶
子



8

山
寺
と
鬼
谷
山
人

新
太
田
点
描
20

　
水
戸
徳
川
家
二
代
藩
主
光
圀
公
（
義
公
）
は
、
元

禄
三
年（
一
六
九
〇
）に
藩
主
の
座
を
綱
條
公
に
譲
り
太

田
西
山
に
隠
居
所
を
建
て
て
移
り
住
ん
だ
。

　
ま
た
義
公
は
、
生
母
谷
久
子
（
久
昌
院
）
の
菩
提

を
弔
う
た
め
に
西
山
荘
の
近
く
に
久
昌
寺
を
建
立
し

て
い
る
。
こ
の
時
久
昌
寺
に
院
代
と
し
て
京
都
か
ら

招
か
れ
た
日
乗
上
人
は
、
晩
年
の
義
公
の
日
常
生
活

を
具
に
書
き
留
め
た
日
記
を
残
し
て
い
る
。

　
久
昌
寺
は
創
建
当
時
か
ら
一
般
に
は
「
山
寺
」
と

か
「
山
の
御
寺
」
と
か
呼
称
さ
れ
歴
代
藩
主
及
び
藩

士
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
領
民
か
ら
も
敬
慕
さ
れ
て
い
た
。

　
今
回
こ
こ
に
掲
載
し
た
一
幅
の
書
軸
は
、
久
昌
院
の

一
族
の
子
孫
谷
維
明
が
久
昌
寺
を
訪
れ
た
時
に
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
。

　
山
寺
の
春
の
ゆ
ふ
く
れ
き
て
み
れ
は
入
相
の

　
鐘
に
花
そ
ち
り
け
る

　
無
端
七
十
送
春
忍
　

幡
牧
幡
推
臥
閉
門
　

山
寺

　
鐘
聲
花
落
夜
　

閑
情
只
在
此
黄
昏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼
谷
山
人
　

　
拙
い
読
み
で
甚
だ
心
も
と
な
い
の
で
皆
さ
ん
に
再

検
再
読
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
歌
・
詩
を
詠
ん
だ
鬼
谷
山
人
を
少

し
く
紹
介
し
よ
う
。
鬼
谷
は
宝
暦
九
年（
一
七
五
九
）水

戸
藩
士
谷
維
揚
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
諱
を
忠
明
、

字
を
子
陽
、
通
称
は
佐
之
衛
門
、
瑞
摩
堂
と
号
し
た
。

天
明
四
年（
一
七
八
四
）か
ら
藩
士
と
し
て
諸
役
を
歴
任

し
て
い
る
が
、
佐
久
間
流
の
軍
学
者
と
し
て
著
名
で

あ
っ
た
。
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）に
致
仕
、
隠
居
後
に

鬼
谷
と
改
号
し
て
余
生
を
送
り
、
天
保
三
年（
一
八
三

二
）に
七
十
六
歳
で
死
去
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
で
気
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
署
名
で
あ
る
。「
鬼
谷
山
人
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
致
仕
後
に
詠
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
掲
載
の
歌
・
詩
文
を
熟
読
し
て
み
る
と
、
九
代
藩

主
斉
昭
公
（
烈
公
）
が
天
保
十
三
年（
一
八
四
二
）に
水

戸
藩
領
内
で
水
戸
八
景
を
選
定
し
、
そ
の
一
つ
と
し

て
「
山
寺
晩
鐘
」
を
指
名
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
ズ
ー
と
以
前
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
八
景
の
選
定
は
中
国
の
瀟
湘
八
景
が
始
ま
り
と
さ

れ
、
や
が
て
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
国
内
各
地
に

○
○
八
景
が
数
多
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
果
た
し
て
「
山
寺
」「
入
相
の
鐘
」
や
「
山
寺
鐘
聲
」

「
黄
昏
」
等
の
文
言
は
寺
院
を
詠
む
時
に
、
そ
の
表
現

手
段
と
し
て
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
読
者
に
と
っ
て
日
本
的
情

感
を
漂
わ
せ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ

う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
吉
成
英
文
）

（紙本、半折・軸装）


