
 
 

隅
田
川 

住
職 

平
田
真
純 

 

街
中
で
あ
っ
て
も
、
山
間
の
集
落
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
川

が
流
れ
、
そ
の
水
面

み

な

も

を
目
に
す
る
と
、
私
た
ち
の
心
は
落
ち
着

き
ま
す
。
水
と
い
う
の
は
、
生
命
の
維
持
に
と
っ
て
大
切
な
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
を
も
支
配
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。 

 

待
乳
山
の
山
下
に
も
隅
田
川
と
い
う
大
き
な
川
が
流
れ
て
い

ま
す
。
現
在
の
隅
田
川
は
、
北
区
の
岩
淵
水
門
で
、
荒
川
か
ら

分
流
し
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
荒
川
の
本

流
で
あ
り
ま
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
都
市
化
の
進
ん
だ
東
京
の

洪
水
対
策
と
し
て
、
荒
川
放
水
路
の
工
事
が
昭
和
五
年
に
完
成

し
、
秩
父
を
水
源
と
す
る
荒
川
の
下
流
部
は
、
隅
田
川
と
荒
川

に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
、

浮
世
絵
に
よ
く
描
か
れ
て
い
た
当
時
の
隅
田
川
は
、
今
よ
り
も

大
河
の
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
や
物
資
を
運
ぶ
交
通
の
大
動
脈
で
あ
り
、
人
々
や
環
境
に
恵

み
を
も
た
ら
す
源
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

密
教
で
は
閼
伽

あ

か

水 す
い

（
清
浄
な
水
）
を
も
っ
て
自
身
や
道
場
な

ど
を
浄
め
る
作
法
が
あ
り
ま
す
。
水
は
万
物
の
汚
れ
を
洗
い
浄

め
、
力
を
与
え
る
象
徴
と
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。 

 

そ
ん
な
意
味
か
ら
あ
ら
た
め
て
川
の
流
れ
を
眺
め
る
と
、
心

が
癒
さ
れ
る
と
同
時
に
、
無
限
の
力
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ま

す
。
自
然
の
力
は
す
な
わ
ち
神
仏
の
力
と
言
え
ま
す
。 

織田一磨『織田一磨石版画集東京二十景・待乳山』 

（株式会社東出版 1975 年） 



待
乳
山
便
り 

日
帰
り
信
徒
旅
行 

報
告 

六
月
二
十
九
日 

氷
川
神
社
、
平
林
寺
を
巡
る
信
徒
旅
行
が

あ
り
ま
し
た
。 

氷
川
神
社
で
は
人
形

ひ
と
が
た

に
一
年
の

汚
れ
を
預
け
て
流
し
た
り
、
神
社

の
方
に
茅
の
輪
く
ぐ
り
の
正
し
い

作
法
を
丁
寧
に
教
え
て
い
た
だ
き
、

清
々
し
い
気
持
ち
で
お
参
り
を
い

た
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
平
林
寺
に
移
動
。
平
林

寺
雲
水
の
導
師
の
も
と
、
本
堂
で

般
若
心
経
を
お
唱
え
い
た
し
ま
し

た
。 修

行
道
場
の
緊
張
感
に
溢
れ
た
雰

囲
気
で
一
同
身
が
引
き
締
ま
り
ま
し

た
。 お

勤
め
の
後
は
徳
川
家
光
・
家
綱

の
老
中
を
務
め
た
松
平
信
綱
の
お
墓

な
ど
境
内
各
所
を
ご
案
内
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 

  

七
月
一
日
、
西
入
耶
慧
ち
ゃ
ん
の
お
宮
参

り
を
行
い
、
行
者
様
よ
り
お
加
持
を
授
か
り

ま
し
た
。
尊
天
様
の
ご
加
護
を
受
け
て
、
健

や
か
に
成
長
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
お

り
ま
す
。 

八
月
御
縁
日
大
法
要
・
行
事
紹
介 

灯
明
講 

八
月
二
十
日(

火)  

午
前
十
一
時  

講
金 

一
、
五
〇
〇
円 

 

八
月
二
十
日
、
灯
明
講
大
法
要
を
行
い
、
聖
天
様
に
お
供

え
す
る
ロ
ウ
ソ
ク
を
供
養
い
た
し
ま
す
。 

 

灯
明
は
仏
教
で
は
智
慧
の
象
徴
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

私
達
が
迷
い
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、
心
の
中
は
暗
闇
に
包

ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
逆
に
調
子
の
よ
い
時
に
は
、
か
え

っ
て
自
分
自
身
の
こ
と
や
周
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。 

灯
明
を
お
供
え
す
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
天
様
の
お
智
慧
を

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
心
を
照
ら
し
清
浄
な
心

に
し
て
い
き
ま
す
。 

私
達
は
煩
悩
や
苦

し
み
に
惑
わ
さ
れ
生

き
て
お
り
ま
す
が
、

私
達
を
含
め
、
命
の

あ
る
物
は
皆
悉
く
仏

の
心
を
備
え
持
っ
て

い
る
と
涅
槃
経
に
説

か
れ
て
お
り
ま
す
。 

心
を
照
ら
し
、
雑
念
を
離
れ
た
清
浄
な
仏
の
心
で
お
参
り

す
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
天
様
の
ご
利
益
・
ご
加
護
を
一
層
い

た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。 

多
く
の
方
に
灯
明
講
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
聖
天
様
の
お

智
慧
の
炎
を
と
も
し
、
皆
様
の
中
の
仏
心
を
照
ら
し
ま
し
ょ

う
。 

浮
世
絵
展 

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ 

「
浮
世
展
」
～
待
乳
山
・
隅
田
川
・
山
谷
堀
～ 

隔
年
で
開
催
し
て
い
る
浮
世
絵
展
で
す
が
、
今
年
は
九
月

十
四
日
～
十
月
六
日
の
開
催
と
な
り
ま
す
。 

時
間
は
午
前
九
時
半
よ
り
午
後
四
時
ま
で
、
信
徒
会
館
大

広
間
特
設
会
場
で
行
わ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
開
催
期
間
中
イ
ベ
ン
ト
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
案

内
い
た
し
ま
す
。 

 ●
九
月
十
四
日
（
土
） 

開
白
法
要
（
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
） 

 

「
待
音
連
・
猿
若
囃
子
」
に
よ
る
祭
囃
子 

 

「
吉
原
狐
社
中
」
に
よ
る
狐
の
舞 

●
九
月
二
十
日
（
金
）
開
山
会
大
法
要 

 

参
道
に
て
お
抹
茶
接
待
（
有
料
） 

●
九
月
十
六
日
（
祝
日
）、
九
月
二
十
九
日
（
日
） 

藤
元
裕
二
氏
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
（
浅
草
寺
教
化

部
学
芸
員
、
公
益
財
団
法
人
禅
文
化
研
究
所
研
究
員
） 

イラスト：Shiga 



 

   

九
月
に
開
催
さ
れ
る
浮
世
絵
展
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
一

つ
で
あ
る
山
谷
堀
に
つ
い
て
先
月
に
引
き
続
き
お
話
を
し

ま
す
。 

今
月
は
聖
天
橋
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
最
下
流
の
今

戸
橋
よ
り
も
上
流
に
行
く
と
待
乳
山
聖
天
の
ふ
も
と
に
あ

た
る
聖
天
橋
が
あ
り
ま
す
。 

比
較
的
新
し
い
橋
の
よ
う
で
江
戸
時
代
の
古
地
図
に
は

載
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

山
谷
堀
が
埋
め
立
て

ら
れ
る
少
し
前
ま
で
こ

の
あ
た
り
に
は
船
上
で

生
活
し
て
い
た
一
家
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

現
在
の
山
谷
堀
公
園

で
は
猪
牙
舟
の
形
を
し

た
ベ
ン
チ
が
設
置
さ
れ

て
お
り
ま
す
。 

猪
牙
舟
は
、
吉
原
通
い

の
遊
客
を
乗
せ
た
二
～

三
人
乗
り
の
高
速
船
で
し
た
。
長
吉
と
い
う
人
が
作
っ
た

小
舟
を
長
吉
船
と
呼
び
、
そ
こ
か
ら
変
化
し
て
猪
牙
舟
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
猪
の
牙
に
似
た
形
を

し
て
い
る
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

運
賃
は
柳
橋
よ
り
山
谷
堀

ま
で
で
片
道
百
四
十
八
文
（
千

五
百
円
～
三
千
円
程
度
）
と
の

記
録
が
あ
り
、
当
時
の
人
々
に

と
っ
て
、
徒
歩
で
は
な
く
こ
の

猪
牙
舟
に
乗
っ
て
吉
原
に
遊

び
に
行
く
と
い
う
の
は
大
変

贅
沢
で
し
た
。 

聖
天
橋
か
ら
更
に
上
流
に

行
く
と
吉
野
橋
が
あ
り
ま
す
。 

以
前
は
山
谷
橋
や
新
鳥
越

橋
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
明

治
二
年
に
町
名
変
更
で
新
鳥

越
町
が
吉
野
町
と
な
り
、
同
時
に
橋
の
名
前
も
吉
野
橋
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
が
野
原
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

縁
起
の
い
い
「
吉
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
吉
野
と
い
う
地

名
が
つ
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

橋
の
た
も
と
に
は
土
手
の
道
哲
と
呼
ば
れ
た
道
哲
和
尚

が
庵
を
結
ん
だ
西
方
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
西
方
寺
は
い
わ

ゆ
る
投
げ
込
み
寺
で
、
三
ノ
輪
の
浄
閑
寺
と
同
様
に
身
寄

り
の
な
い
遊
女
が
葬
ら
れ
ま
し
た
。 

大
正
十
五
年
、
西
方
寺
は
巣
鴨
に
移
転
し
ま
し
た
が
、

お
芝
居
に
も
な
っ
た
高
名
な
遊
女
高
尾
太
夫
と
道
哲
の
墓

が
現
在
も
あ
り
、
高
尾
の
墓
の
灯
籠
に
は
「
土
手
道
哲
」
、

「
山
谷
堀
」、「
今
戸
橋
」
の
文
字
の
他
に
「
待
乳
山
」
の
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

西
方
寺
の
裏
に
あ
る
遍
照
院
は
北
斎
が
亡
く
な
る
ま
で

住
ん
で
い
ま
し
た
。
晩
年
の
画
号
は
『
画
狂
老
人
卍
』
。 

ま
た
、
吉
野
橋
か
ら

浅
草
方
面
に
向
か
う

と
、
浅
草
三
座
が
あ
っ

た
浅
草
猿
若
町
に
進

み
ま
す
。 

江
戸
歌
舞
伎
の
始

祖
、
猿
若
勘
三
郎
の
名

前
か
ら
つ
け
ら
れ
た

町
名
で
、
江
戸
末
期
の

芝
居
町
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。 

   

山
谷
堀
の
今
昔
② 

浮
世
絵
展
―
待
乳
山
・
隅
田
川
・
山
谷
堀
― 

令
和
元
年
九
月
十
四
日
～
十
月
六
日 

入
場
無
料 

 
江戸名所発句合之内隅田川 

江戸名所猿若町繁昌の図 

 

 
 



 

 
八
月
行
事
予
定 

御
縁
日
大
法
要 

灯
明
講 
八
月
二
十
日
（
火
）
午
前
十
一
時 

 
 
 
 

講
金 

一
、
五
〇
〇
円
也 

 

仏
の
智
火
を
あ
ら
わ
す
灯
明
を
供
養
し
、
各
々
の
身
体
健
全
、
家
内
安
全
を
祈
願
し
ま
す
。 

 朝 

ま 

い 

り
会 
八
月
一
日
～
七
日 

 
 

午
前
八
時
か
ら
八
時
半 

 

会
費 

 
 

五
〇
〇
円
也 

都
合
の
よ
い
日
に
、
ご
参
加
く
だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。 

日 

曜 

勤 

行 
 

八
月
十
一
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 

午
前
九
時 

 
 
 
 
 

 

参
加
費 

 
 

無 
 

料 

初
心
の
方
も
気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
お
つ
と
め
の
会
で
す
。 

写 

経 

の 

会 
 
 

八
月
十
一
日
（
日
） 

 
 
 
 
 

午
前
十
時
／
午
後
一
時 

会 

費 
 
 

五
〇
〇
円
也 

心
を
落
ち
着
か
せ
て
写
経
す
る
こ
と
で
、
日
常
を
離
れ
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
ま
し
ょ
う
。 

午
後
は
空
い
て
い
ま
す
の
で
、
落
ち
着
い
て
写
経
が
行
え
ま
す
。 

坐 

禅 

の 

会  

八
月
二
十
四
日
（
土
）
午
後
五
時
～
七
時 

 
 

定
員
三
十
名 

 

参
加
費 

五
〇
〇
円
也 

本
堂
に
て
坐
禅
を
行
い
ま
す
。
定
員
に
な
り
次
第
、
募
集
を
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 合
同
大
般
若
法
要 

八
月
二
十
五
日
（
日
） 

 

午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

法
要
料 

五
、
〇
〇
〇
円
也 

 

心
願
が
成
就
し
、
よ
り
一
層
の
御
加
護
を
頂
く
た
め
に
、
皆
様
と
ご
一
緒
に
お
上
げ
す
る
御
礼
の
法
要
で
す
。 

九
月
の
行
事  

御
縁
日
大
法
要 

開
山
会
大
法
要 
 

九
月
二
十
日
（
金
） 

 

午
前
十
一
時 

 
 

講 

金 

三
、
○
〇
〇
円
也 

 

浮
世
絵
展        

九
月
十
四
日
（
土
）
～
十
月
六
日
（
日
） 

午
前
九
時
半
～
午
後
四
時 

入
場
料 

無
料 

 

祈
祷
の
ご
案
内  

聖
天
様
独
特
の
供
養
法
で
あ

る
浴
油
供
は
、
密
教
の
中
で
最

も
深
秘
の
法
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
供
養
法
は
聖
天
様
の

お
力
が
よ
り
一
層
高
め
ら
れ
、

私
ど
も
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
願
い
事
で
も
、
尊
天
様

の
不
思
議
方
便
の
お
働
き
を
得

て
、
必
ず
成
就
さ
せ
て
頂
け
る

の
で
あ
り
ま
す
。  

当
山
で
は
こ
の
浴
油
祈
祷

を
、
毎
朝
開
堂
と
同
時
に
厳
修

し
て
お
り
ま
す
。
寺
務
所
に
て

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
名
前
と
お
願
い
の
内
容
、
祈

祷
期
間
を
お
伝
え
下
さ
い
。  

ま
た
ご
遠
方
の
方
や
お
急
ぎ

の
方
は
、
お
電
話
や
お
手
紙
で

も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

  

祈
祷
料  

別
座
祈
祷 

壱
万
円
（
一
週
間
）  

浴
油
祈
祷 

三
千
五
百
円
（
一
週
間
）  

華
水
供 

五
百
円
（
一
日
）  

法
要
案
内  

当
山
で
は
予
約
に
て
法
要
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
寺
務
所
に
て
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。  

百
味
供
養 

法
要
料 

八
万
円  

沢
山
の
お
供
物
を
お
供
え
し
、

出
仕
の
僧
侶
が
声
明
を
お
唱
え
す

る
こ
と
で
、
尊
天
さ
ま
に
御
礼
の

供
養
を
い
た
し
ま
す
。  

大
般
若
法
要 

法
要
料 

五
万
円  

所
願
成
就
御
礼
の
法
要
と
し

て
、
大
般
若
経
六
百
巻
を
転
読
い

た
し
ま
す
。  

自
動
車
加
持 

法
要
料 

壱
万
円  

当
院
に
て
お
車
の
お
加
持
を
い
た

し
ま
す
。
当
日
は
お
車
に
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。 

    

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

皆
様
か
ら
の
ご
質
問
、
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見

や
ご
質
問
はity

o
u

@
m

a
tsu

ch
iy

a
m

a
.jp

ま
で
メ
ー
ル
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。 
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