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真
言
宗
か
ら
曹
洞
宗
寺
院
へ

　

光
泰
寺
は
元
真し

ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
の
十

じ
ゅ
う

楽ら
く
い
ん院

と
い
う
寺
院
で
背
後
の
山

中
に
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い

て
、
開か

い
そ
う創

は
不
明
で
す
。
荒
廃

し
、
無
住
と
な
っ
て
い
た
十
楽

院
の
復
興
の
誓せ

い
が
ん願

を
文
禄
年
間

そ
こ
知
り

志
太物

語
（
一
五
九
二
〜
一
五
九
六
）桂
島

村
梅
林
院
八
世
を
退
院
し
た
圓え

ん

州し
ゅ
う
し
ゅ
ん
こ
う

舜
光
が
立
て
た
の
で
す
。
舜

光
は
、
新
し
い
寺
の
場
所
を
內

谷
村
本
郷
と
し
、
寺
の
名
も
光

泰
寺
と
決
め
、
浄
財
募
集
中
の

慶
長
三
年 

（
一
五
九
八
）に
亡
く

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
弟
子

の
大だ

い
お
う
え
さ
い

翁
恵
最（
梅
林
院
九
世)

が

受
け
継
ぎ
、
九
年
の
歳
月
を
か

け
て
慶
長
十
二
年（
一
六
〇
七
）

に
再
建
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
五
世
住
職
の
峯ほ

う
じ
ゅ寿

是ぜ
ゆ
う雄

は
、
光
泰
寺
の
発
展
の
た

准じ
ゅ
ん
て
い胝

観
音
像
と
聖
徳
太
子
像
の
二
体

山
号
と
な
っ
た
薬
師
瑠る

り
こ
う
に
ょ
ら
い

璃
光
如
来

木
喰
仏
・
薬
師
堂
・
三
十
三
観
音

　

寛
政
十
二
年（
一
八
〇
〇
）に

木
喰
上
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

二
体
の
仏
像
が
本
堂
に
安
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
准
胝
観
音
像
は

や
わ
ら
か
な
仏
の
笑
み
を
た
た

え
た
堂
々
と
し
た
仏
像
で
高
さ

二
一
五
、五
セ
ン
チ
と
県
下
最
大

の
も
の
で
す
。も
う
一
体
の
聖
徳

太
子
像
は
民
芸
運
動
の
創
始
者

柳や
な
ぎ
む
ね
よ
し

宗
悦
が
木
喰
上
人
中
期
の
作

品
の
中
で
は
傑
出
し
た
忘
れ
が

た
い
も
の
と
評
し
て
い
ま
す
。

め
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う享

四
年（
一
六
八
七
）

か
ら
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
宿

場
に
近
い
內
谷
新
町
の
現
在
地

へ
移
転
し
た
の
で
す
。
東
海
道

を
通
行
す
る
人
々
も
増
加
し
た

た
め
、
幕
府
は
寛
永
十
二
年

（
一
六
三
五
）內
谷
村
を
加か

し
ゅ
く宿

に

指
定
。
內
谷
村
の
光
泰
寺
は
、宿

場
の
発
展
と
と
も
に
岡
部
を
代

表
す
る
寺
院
と
な
り
ま
し
た
。

人
を
繋
ぐ バ
ト
ン

志
太

リ
レ
ー

蔵 

ｃ
ａ
ｆ
ｅ 

＆ 

ｄ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ 

ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ

志
太
新
名
物
探
訪

木も

く

喰じ

き

仏
の
あ
る
光こ

う

泰た

い

寺じ

半
年
か
け
て
の
開
店
で
す
ね

　

藤
枝
市
の
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
に
応
募
し
て
決
定
し
た
の

が
三
月
で
す
。
三
月
末
ま
で

「
一
い
っ
し
ょ
う
あ
ん

祥
庵
」
さ
ん
が
お
店
を
し

て
い
た
場
所
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍

の
中
、
開
店
に
向
け
、
店
の
改

装
や
メ
ニ
ュ
ー
作
り
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
店
は
ラ
ン
チ
を
メ

イ
ン
に
午
後
は
カ
フ
ェ
、
デ
ィ

ナ
ー
は
予
約
制
と
い
う
ス
タ
イ

ル
は
早
い
時
期
に
決
め
ま
し
た
。

店
名
の
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
（
コ

コ
ノ
ミ
）
は
、
二
人
の
娘
の
名

前
「
こ
こ
ろ
」
と
「
み
の
り
」

を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
ま
し
た
。

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー
は
？

　

プ
レ
ー
ト
ラ
ン
チ
は
、
七
種

類
の
中
か
ら
選
ん
で
頂
け
ま
す
。

一
四
八
〇
円
の
も
の
が
三
種
類
、

他
の
四
種
類
は
百
円
か
ら
五
百

円
プ
ラ
ス
し
て
選
ん
で
い
た
だ

き
ま
す
。
地
場
産
品
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
っ
た
料
理
で
す
。「
煮
込

み
ハ
ン
バ
ー
グ
」
が
一
番
人
気

で
、
サ
ン
ド
セ
ッ
ト
も
デ
リ
サ

ン
ド
と
フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
が
一

種
類
ず
つ
選
べ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
て
全
メ
ニ
ュ
ー
が
ド
リ
ン

ク
付
き
で
す
。

カ
フ
エ
は
ど
ん
な
感
じ
？

　

コ
ー
ヒ
ー
に
は
、
こ
だ
わ
り

ま
し
た
。
知
り
合
い
の
お
店
に

頼
ん
で
、
焙
煎
を
し
て
も
ら
い
、

こ
の
店
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
コ
ー

ヒ
ー
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

デ
ザ
ー
ト
は
、
妻
が
パ
テ
ィ
シ

エ
な
の
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も

の
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

お
客
様
と
共
に
歩
む
店
に

　

九
月
十
九
日
〜
二
十
二
日
の

プ
レ
オ
ー
プ
ン
は
、
ほ
ぼ
満
席

と
い
う
状
態
で
、
正
式
に
オ
ー

プ
ン
し
た
二
十
六
日
か
ら
も
多

く
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
お
店
の
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
も
千

人
を
超
え
る
よ
う
に
な
り
、
や

っ
と
少
し
ず
つ
知
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
地
域
と
共
に
お
客
様
と

共
に
歩
む
店
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
十
一
時
半
か
ら
十
四
時
ま

で
が
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
、
そ
れ
以

降
が
カ
フ
ェ
で
す
。
デ
ィ
ナ
ー
は

五
時
以
降
で
予
約
制
と
な
っ
て
い

ま
す
。
月
曜
が
定
休
日
で
す
。

〇
五
四
―
六
六
七
―
五
二
二
〇

「ｃコ

コ

ノ

ミ

ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
」オ
ー
プ
ン

岡
部
大
旅
籠
柏
屋
に
蔵
ｃ
ａ
ｆ
ｅ
＆
ｄ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ

横
山 

佑ゆ

う

樹き

蔵
ｃ
ａ
ｆ
ｅ 

＆ 

ｄ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ

ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ  

店
主

▲本堂梁の十牛の図の彫刻

▲本堂

▲薬師堂内

▲西国三十三観世音菩薩

▲准胝観音像 ▲聖徳太子像

　

九
月
二
十
六
日
、
岡

部
大
旅
籠
柏
屋
の
食
堂
体

験
棟
に
蔵
ｃ
ａ
ｆ
ｅ
＆

ｄ

ｉ

ｎ

ｉ

ｎ

ｇ

ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
が
開

店
し
ま
し
た
。
土ど

蔵ぞ
う

の
雰

囲
気
の
あ
る
空
間
は
座
っ

た
だ
け
で
、
心
地
よ
さ
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
座
席

数
は
二
十
八
席
で
、
全
て
テ
ー

ブ
ル
席
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

メ
イ
ン
の
ラ
ン
チ
プ
レ
ー
ト

は
七
種
類
。
ド
リ
ン
ク
付
き

で
地
場
の
野
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
た
創
作
料
理
が
楽
し
め
ま

す
。
カ
フ
ェ
は
、
独
自
ブ
レ
ン

ド
の
コ
ー
ヒ
ー
が
お
す
す
め
。

　

デ
ィ
ナ
ー
は
五
名
以
上
で
完

全
予
約
制
。
飲
み
放
題
付
き
で

五
千
円
か
ら
。
駐
車
場
は
柏
屋

の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

文
化
七
年（
一
八
一
〇
）に
再

建
さ
れ
た
薬
師
堂
内
に
は
薬
師

瑠
璃
光
如
来
、
月が

っ

光こ
う

菩
薩
、
日

光
菩
薩
、
十じ

ゅ
う
に
し
ん
し
ょ
う

二
神
將
の
諸
尊
菩

薩
が
完
璧
な
形
で
祀
ら
れ
て
お

り
、
天
井
の
絵
は
狩か

の
う
き
ゅ
う
え
ん

野
休
圓
ら

の
狩
野
派
絵
師
の
作
品
で
す
。

　

本
堂
の
内
陣
正
面
に
あ
る
十

牛
の
図
の
艶
や
か
な
彫
刻
や
天て

ん

蓋が
い

の
四
隅
に
あ
る
欅

け
や
き

製
の
幢ど

う
ば
ん幡
、

西
国
三
十
三
観
世
音
菩
薩
の
石

仏
群
も
見
事
で
す
。
岡
部
町
内

谷
四
二
四　
　
　
（
小
嶋
良
之
）
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yaizu発信　国の登録有形文化財

ミニコンサート＆オークション＆みかん＋
20世紀前半ドイツ職人のピアノを楽しむ会

主催 Mt.Fuji challenge-net
 文化財ガーテンハウス原田邸　焼津発信プロジェクト 
 ◆問合せ先　080-5671-8975（原田）

ガーデンハウス原田邸（明治８年築）

国の文化財・原田邸イベントです。ミニコンサート
のあと、原田家代々の品々のオークション、裏山
のみかんを頂きます。

◆開催日 11/28（土）・29（日） 12/5（土）・6（日）
  12/12（土）・13（日）
◆時　間 14:00～16:30
◆参加費 2,000円　◆定員 20人
◆ミニコンサート　
　地元・ アルト 長谷川勝治（元焼津水産高校長）
　 ソプラノ 福原コウ（秋桜…）
　ゲスト・ ソプラノ 越智恵美子（東京芸大院オペラ科修了）
 ジャズシンガー CHAKO（マーサ三宅に師事）

そ
の
土
地
ご
と
に
様
々
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
説
や
昔
話
。
藤
枝
に
も
焼
津
に
も
沢
山

の
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、子
供
の
頃
、両
親
や
祖
父
母
か
ら
、近
所
の
お
爺
ち
ゃ

ん
お
婆
ち
ゃ
ん
か
ら
昔
話
を
聞
く
と
い
う
体
験
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
代
だ
か

ら
こ
そ
、
少
し
で
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
四
回
目
の
特
集
を
組
み
ま
し
た
。
今
回
は
、

藤
枝
と
焼
津
に
伝
わ
る
お
話
を
四
つ
紹
介
し
ま
す
。
伝
説
や
昔
話
は
、
人
づ
て
に
伝
え
ら
れ

る
の
で
同
じ
話
で
も
内
容
が
少
し
違
っ
て
い
て
、
ど
れ
が
正
し
い
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
回
は
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
む
る
ぶ
流
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

参
考
文
献
「
や
い
づ
の
昔
話
」「
焼
津
市
史
」「
焼
津
の
寺
院
」「
藤
枝
の
昔
話
と
童
話
」「
藤
枝
・
岡
部
・
大
井
川
の
寺
院
」
他

藤
枝
藤
枝

焼
津
焼
津

昔
話
昔
話
44

とと

伝
説
伝
説
とと

富士見の井戸

萬松院

　

長
い
戦
国
時
代
が
終
り
、
江
戸
時

代
に
入
っ
た
慶
長
年
間
の
こ
と
で
す
。

萬
松
院
の
五
世
麟り
ん
こ
う
お
し
ょ
う

香
和
尚
は
、
日
頃

か
ら
大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来
を
信
仰
し
て
お
り
ま

し
た
。
麟
香
和
尚
の
願
い
は
、
大
日

如
来
の
御ご

か

ご
加
護
に
よ
っ
て
日
本
の
国

が
い
つ
ま
で
も
平
和
な
国
で
あ
り
続

け
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
大
日
如

来
を
自
ら
鋳
造
し
、
富
士
山
頂
に
安

置
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
す
。

や
が
て
七
十
セ
ン
チ
程
の
小
ぶ
り
な

仏
像
が
完
成
し
ま
し
た
。
麟
香
和
尚

は
、
寺
の
裏
庭
の
井
戸
水
で
大
日
如

来
の
仏
像
を
磨
き
あ
げ
る
と
、
仏
像

を
背
負
い
、
富
士
山
を
目
ざ
し
て
旅

立
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
日
の
こ
と
、
麟
香
和
尚
の
無

事
を
案
じ
な
が
ら
留
守
を
守
っ
て
い

た
弟
子
が
井
戸
の
水
を
汲
も
う
と
す

る
と
、
井
戸
の
水
の
中
に
富
士
山
が

く
っ
き
り
と
映
っ
て
い
た
の
で
す
。

井
戸
に
富
士
山
が
映
る
は
ず
は
な
い

と
弟
子
は
、
目
を
こ
す
り
も
う
一
度

し
っ
か
り
見
る
と
そ
こ
に
は
、
大
日

如
来
を
背
負
っ
て
富
士
山
を
登
り
続

け
て
い
る
麟
香
和
尚
の
姿
が
見
え
た

の
で
す
。
弟
子
は
、
思
わ
ず
井
戸
に

向
か
っ
て
掌
を
合
わ
せ
、
和
尚
の
安

全
を
祈
り
ま
し
た
。

　

麓
の
村
人
は
こ
の
う
わ
さ
を
聞
き
、

「
ど
う
か
井
戸
に
映
る
と
い
う
富
士

山
を
拝
ま
せ
て
ほ
し
い
」
と
弟
子

に
頼
み
ま
し
た
が
、
弟
子
は
、
も
っ

た
い
な
い
か
ら
と
言
っ
て
断
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
弟
子
が

い
な
い
時
に
寺
に
登
っ
て
来
た
女
性

が
、
こ
っ
そ
り
ふ
た
を
と
り
井
戸
の

中
を
の
ぞ
い
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は

富
士
山
が
は
っ
き
り
映
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
を
村
の
皆
に
知
ら
せ

て
や
ろ
う
と
喜
ん
で
い
る
と
、
た
ち

ま
ち
井
戸
の
中
の
富
士
山
は
消
え
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
再
び
富

士
の
霊
峰
は
姿
を
現
わ
す
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
以
後
、
こ

の
井
戸
の
こ
と
を「
富
士
見
の
井
戸
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

井
戸
は
昔
の
ま
ま
萬
松
院
の
裏
庭
に

残
っ
て
い
ま
す
。

萬
ば
ん
し
ょ
う
い
ん

松
院
の
富
士
見
の
井
戸

焼津小泉八雲
記念館
甚助の板子

（海蔵寺蔵）

　

万ま
ん
え
ん延
元
（
一
八
六
〇
）
年
、
七
月

十
日
、
福
寿
丸
は
、
四
国
沖
に
船
出

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
中
に
甚
助
と

い
う
十
九
歳
の
若
者
が
い
ま
し
た
。

　

十
一
日
の
夜
、
船
が
紀
州
沖
で
風

と
雨
が
強
く
な
り
、
や
が
て
台
風
に

か
わ
り
、
船
は
つ
い
に
荒
れ
く
る
う

波
に
の
ま
れ
、
皆
、
海
に
投
げ
出
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
甚
助
は
、
船

板
の
一
枚
を
海
に
投
げ
こ
み
、
海
に

飛
び
込
ん
で
板
に
つ
か
ま
っ
て
い
ま

し
た
。

　

海
に
投
げ
込
ま
れ
た
仲
間
と
し
ば

ら
く
声
を
掛
け
合
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
、
声
も
聞
こ
え
な
く
な
り

ま
し
た
。
甚
助
は
、
そ
の
夜
一
晩
中
、

小
川
の
お
地
蔵
さ
ん
と
金こ
ん
ぴ
ら

比
羅
さ
ん

を
、
心
の
中
で
と
な
え
ま
し
た
。
そ

の
日
は
一
日
中
、
大
波
と
風
と
雨
に

か
ら
だ
を
ま
か
せ
て
、
う
い
た
り
し

ず
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
意
識
が

な
く
な
っ
て
気
が
遠
く
な
り
か
け
た

こ
ろ
、
カ
ツ
オ
の
エ
ボ
シ
と
い
う

ク
ラ
ゲ
に
さ
さ
れ
た
痛
み
で
、
我

に
返
り
ま
し
た
。
甚
助
は
思
わ
ず
、

南な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、

と
な
え
ま
し
た
。

　

次
の
日
の
朝
、
ふ
と
気
が
つ
く

と
、
大
き
な
帆は
ん
せ
ん船
が
向
か
っ
て
来

ま
す
。
甚
助
は
大
声
で
さ
け
び
ま
し

た
。
助
け
ら
れ
た
甚
助
は
、
板
を
抱

え
た
ま
ま
気
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
次
の
日
は
、
起
き
あ
が
ろ
う
と

し
ま
し
た
が
、
動
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
次
の
日
に
は
、
だ
い
ぶ
元
気
が

で
て
き
ま
し
た
。
甚
助
は
二
日
二
晩
、

二
十
五
里り

（
百
㎞
）
流
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
は
だ
か
の
甚
助
に
船
員
の
み

ん
な
が
、
着
物
、
帯
、
ぞ
う
り
な
ど

を
く
れ
ま
し
た
。

　

陸
に
上
が
る
と
お
金
を
七
両
ば
か

り
く
れ
ま
し
た
。
甚
助
は
何
度
も
何

度
も
お
礼
を
い
い
ま
し
た
。
こ
う
し

て
甚
助
は
、
板
と
共
に
焼
津
に
帰
っ

て
き
ま
し
た
。
甚
助
の
命
を
救
っ
た

板
は
、
そ
の
後
、
小
川
の
海か
い
ぞ
う
じ

蔵
寺
の

本
堂
の
正
面
に
か
か
げ
ら
れ
、
現
在

は
、
焼
津
小
泉
八や
く
も雲

記
念
館
に
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。海蔵寺

甚
じ

ん

す

け助
さ
ん
の
板い

た

こ子

乳観音堂

　

昭
和
の
時
代
、
法
華
寺
の
シ
ン
ボ

ル
と
も
言
え
る
銀い
ち
ょ
う杏

の
大
木
二
本
が

山
門
前
に
聳そ
び

え
て
い
ま
し
た
。
残
念

な
こ
と
に
下
の
方
の
古
木
は
昭
和

三
十
年
代
に
、
上
の
方
の
大
木
は 

昭
和
五
十
八
年
に
、
台
風
で
倒
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
大
木
は
焼

津
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
て
、
根
廻
り
八
・
四
ｍ
、
樹
高
二

Ｏ
ｍ
、
枝
張
り
二
一
ｍ
で
、
下
垂
れ

気き

根こ
ん

が
十
も
あ
る
古
木
で
、
秋
に
は 

多
量
の
ぎ
ん
な
ん
が
実
を
つ
け
ま
し

た
。「
乳
観
音
」
と
称
さ
れ
て
、
樹

の
下
に
あ
る
観
音
様
と
と
も
に
、 

授

乳
、
子
育
て
、
安
産
を
守
る
仏
様
と

し
て
有
名
で
、
多
く
の
参
詣
者
が
今

で
も
お
参
り
に
来
る
ほ
ど
で
す
。

　

こ
の
銀
杏
の
大
木
に
は
次
の
よ
う

な
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
昔
、
高
草
山
の
隣
村
の
嫁
が
、

乳
の
出
が
悪
く
て
悩
ん
で
い
ま
し
た
。

毎
日
赤
児
を
抱
い
て
神
仏
に
願
掛
け

を
し
て
お
参
り
し
ま
し
た
が
、
一
向

に
効
き
目
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
日
、
赤
児
を
背
負
っ
て
高
草
山

を
越
え
、
花
沢
村
の
入
口
に
法
華
寺

を
見
つ
け
た
の
で
す
。
嫁
は
、
法
華

寺
の
仏
様
に
も
乳
の
出
が
良
く
な
る

よ
う
に
お
参
り
を
し
ま
し
た
。
す
る

と
、
山
門
前
の
銀
杏
の
大
木
か
ら
観

音
様
が
光
り
輝
い
て
現
れ
、「
そ
な

た
の
乳
の
出
が
よ
く
な
る
と
い
う
願

い
を
叶
え
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
お

告
げ
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

　

す
る
と
嫁
の
乳
は
、 

な
ん
と
そ
の

晩
か
ら
溢
れ
る
よ
う
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
、
や
せ

て
い
た
赤
児
は
、
日
に
日
に
元
気
に

な
り
、
肥
え
太
り
、
村
一
番
の
元
気

な
子
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と

が
近
郷
近
在
に
伝
わ
り
、
法
華
寺
の

乳
観
音
様
の
霊れ
い
け
ん験

と
し
て
知
れ
わ
た

り
、
大
評
判
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

以
来
、
法
華
寺
で
は
、
木
の
傍
ら
に

乳
観
音
と
し
て
観
音
様
を
祀
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
銀
杏
の
木
の
一
部
が
、

仁
王
門
の
裏
手
に
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

法ほ

っ

け

じ

華
寺
の
乳

ち
っ
ち
か
ん
の
ん

観
音

家康が飲んだという
茶碗

洞雲寺

　

慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
九
月
、

徳
川
家
康
公
は
関
ヶ
原
で
の
戦
い
の

た
め
に
、
西
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
道
す
が
ら
、
藤
枝
の
洞
雲
寺
で

お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。
洞
雲
寺
の

住
職
は
じ
め
、
周
辺
の
村
人
は
、
家

康
公
の
も
て
な
し
に
骨
を
お
っ
て
お

り
ま
し
た
。
家
康
公
の
お
顔
を
見
た

い
と
集
ま
っ
て
く
る
も
の
も
山
の
よ

う
に
お
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
五
十

海
村
の
百
姓
で
寺
の
檀だ
ん
か家

の
橋
本
藤

八
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
た
。
藤
八

の
家
の
裏
庭
に
は
見
事
な
柿
が
な
っ

て
お
り
、
村
祭
り
の
と
き
、
神
さ
ま

の
お
供
え
に
す
る
ほ
ど
見
事
な
柿
で

し
た
。
そ
こ
で
、
家
康
公
に
さ
し
あ

げ
た
い
と
持
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

　

家
康
公
は
、
そ
の
大
き
な
柿
を
ご

ら
ん
に
な
り
「
こ
の
見
事
な
柿
を

持
っ
て
ま
い
っ
た
も
の
を
こ
ち
ら
へ

呼
べ
」
と
い
わ
れ
、
藤
八
は
家
康
公

の
御
前
へ
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

家
康
公
は
「
藤
八
と
や
ら
、
こ
の
見

事
な
柿
は
何
と
申
す
柿
か
。」
と
問

わ
れ
た
の
で
「
は
い
、
美み

の濃
柿
で
ご

ざ
い
ま
す
」と
答
え
ま
し
た
。「
な
に
、

美
濃
柿
と
な
、
め
で
た
い
。
皆
の
者

聞
い
た
か
、
美
濃
の
大
垣
（
い
ま
の

岐
阜
県
大
垣
市
）
が
、
わ
し
の
手
に

は
い
っ
た
ぞ
」
と
家
康
公
は
た
い
へ

ん
お
喜
び
に
な
り
ま
し
た
。

　

家
康
公
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
帰

り
に
、
再
び
、
洞
雲
寺
に
お
寄
り
に

な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
住
職
と

藤
八
を
呼
び
ま
し
た
。
家
康
公
が
褒

美
を
も
ち
か
け
る
と
、
住
職
は
、
寺

が
竹
や
木
を
む
や
み
に
切
ら
れ
て

困
っ
て
い
る
と
訴
え
る
と
「
今
後
こ

の
寺
の
竹
や
木
を
切
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
朱
印
状
を
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
ま
た
、
藤
八
に
は
、「
今
後
、

こ
の
柿
を
藤
八
柿
と
名
づ
け
る
こ
と

と
、
代
々
藤
八
を
名
乗
る
こ
と
」
を

伝
え
、
錦
の
陣
羽
織
と
皮
の
袴
は
か
ま

を
ご

ほ
う
び
に
与
え
ま
し
た
。
ま
た
、
洞

雲
寺
に
は
家
康
公
が
茶
を
飲
ん
だ
と

い
う
葵
の
紋
の
茶
碗
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

洞と

う

う

ん

じ

雲
寺
と
藤

と

う

は

ち八
柿

仁王門裏の
銀杏の
下垂れ気根
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編 集長 後 記

むるぶ 検 索 ・むるぶ Fa ce b o o k

月刊むるぶ編集部
054-635-4651

共立アイコム 054-635-4651
薮崎新聞店 054-629-2002 
長倉新聞店 054-629-1220
塩川新聞舗 054-629-2055
土井新聞店 054-622-0632
大井川新聞販売 054-662-2211

江﨑新聞店 054-641-0537 
薮崎新聞店・育伸社 054-641-0053
いけたに新聞店 054-643-1000
太田新聞店 054-667-0117

１，クイズの答え
２，今月号で行ってみたいお店、食べてみたいもの
３，今月号で参考になった記事
４，テーマに取り上げてほしいもの
５，あなたの好きな日本昔話は？
６，ご希望のプレゼント券（上記のどれか）
７，その他、ご意見ご感想など

◆ご応募について
１，ハガキ、ＦＡＸ、メールでお願いします。
２，あなたのお名前、郵便番号、ご住所、電話番号、
年代、職業を忘れずにご記入下さい。

３，当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代
えさせて頂きますのでご了承下さい。

４，アンケートにもお答え下さい。
■先月の答えは 日露戦争 でした。
◆応募先
426-0041  藤枝市高柳1丁目17-23 ㈱共立アイコム内
むるぶ編集部プレゼント係
ＦＡＸ ０５４－６３５－４５７６
メール murubu@kpnet.co.jp

◆締め切り　11月5日㊍
　　　　　   （当日消印有効）ＦＡＸ・メール必着

藤八が柿を献上した相手は？

　〇〇〇〇（漢字4文字）

◆今月の記事からクイズ

　官製はがき（FAX・メール可）に答えをお書き頂
き、アンケートにもお答え下さい。正解者の中から
抽選で、「藤枝シネ・プレーゴの映画招待券（3D不
可）」、「焼津笑福の湯ご招待券」「図書カード
（500円分）」をプレゼントします。

*プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個人情
報は、本プレゼントの運営及びむるぶからのお知らせ等の目的以外
で使用することはありません。

映画・入浴券

図書カード

おハガキで応募の方、お名前などを忘れずに！

今月の特集は、伝説と昔話。むるぶでは、２００９年
９月に藤枝、２０１２年８月に焼津、２０１４年６月
と７月に焼津と藤枝、２０１７年７月と９月に焼津と藤
枝と各回とも４話ずつ、計２４話を紹介してきました。
誰でもがご存知のものは次第に少なくなり、特定の地域
に残るお話と半々位です。如何でしょうか。（小嶋良之）

広告のご相談お申し込み
054-641-2140
藤枝オリコミピーアール

054-635-4651
共立アイコム 〒 426-0041　藤枝市高柳 1 丁目 17-23（共立アイコム内）

ホームページも
ごらん下さい。 http://honnmachi.com/http://honnmachi.com/

営業時間／AM8：30～PM6：30（土曜日はPM5：00まで）
定休日／日曜日･祝日　駐車場／隣に4台分ございます。

ほんまち薬局
藤枝市藤枝5-6-35

千歳商店街 ☎054-644-5829 旧国道1号線

旧道

杉本モータース
●●市役所南館

店
苗
種
木
高
●

★

藤枝　　
市役所●

藤枝商工
会議所●

●パチンコ

当店

鼻づまりが
ひどくて・・・

夜もねむれない・・・
まずはお電話下さい



11月の休日緊急医

小児科
・

5

1日（日）

〈内・小〉横山消化器内科
（焼津市下小杉）
�622･0045
〈内〉小林小児科
（前島一）
�635･2620

いわしたクリニック
（上青島）
�631･6660

〈内〉いわしたクリニック
（上青島）
�631･6660

3日（祝）

〈内・小〉みやはら内科
クリニック（小石川町一）
�647･5670
〈内〉すみや脳神経
クリニック（本町二）
�647･5511

花岡医院
（岡部町内谷）
�667･3323

〈内〉花岡医院
（岡部町内谷）
�667･3323

8日（日）

〈小〉小石川町小児科・アレルギー科・
皮ふ科クリニック（小石川町一）
�644･8800
〈内〉青島北クリニック
（瀬古二）
�647･7707

よしだ整形形成外科医院
（小石川町四）
�645･9200

〈内・小〉にわ医院
（藤岡一）
�645･2800

15日（日）

〈内〉吉田クリニック
（大洲四）
�634･0006
〈内〉山﨑クリニック
（志太二）
�645･1211

山﨑クリニック
（志太二）
�645･1211

〈内・小〉藤岡クリニック
（藤岡二）
�641･6288

22日（日）

〈内〉サニーメディカル
クリニック（駅前二）
�641･2052
〈小〉田熊こどもクリニック
（瀬古二）
�647･5225

匡ペインクリニック
（駅前一）
�646･7261

〈内〉井澤内科クリニック
（本町二）
�644･5566

23日（祝）

〈内〉岩田クリニック
（焼津市宗高）
�662･2311
〈内・小〉三倉医院
（五十海四）
�644･1235

吉田医院
（焼津市利右衛門）
�622･0108

29日（日）

〈小〉すずき小児科医院
（青葉町五）
�636･3360
〈内〉瀬古クリニック
（瀬古三）
�639･7373

たぬま街道整形外科
（大新島）
�634･1110

〈内〉八木医院
（本郷）

�639･0009

1日（日）

藤枝診療所
（高洲）

�635･8749
〈皮・形〉おおたき医院
（高洲）

�631･4167

小川眼科医院
（本町二）
�641･0160

はっとり歯科・矯正歯科
（音羽町三）
�644･2256

3日（祝）

岡本石井病院
（焼津市小川新町五）
�627･5585
〈泌〉はた医院
（田中三）

�645･2077
細井歯科
（高洲）

�636･6731

8日（日）

ふじえだ耳鼻科
（上藪田）

�648･1000

村松歯科医院
（本町二）
�641･1430

15日（日）

吉田耳鼻咽喉科医院
（焼津市下小田）
�623･1187

和田歯科医院
（駅前二）
�641･0860

22日（日）

まつなが耳鼻咽喉科
クリニック（駅前二）
�645･3387

駿河台井澤歯科
（駿河台二）
�644･1182

23日（祝）

八楠耳鼻咽喉科
（焼津市八楠四）
�629･5566
〈泌〉五十嵐医院
（瀬戸新屋）
�643･5571
エール矯正歯科・
こども歯科（田沼二）
�634･4177

29日（日）

あまの耳鼻咽喉科
クリニック（田中三）
�646･3313
〈皮〉みやけ皮膚科
（前島二）
�634･4112
井口歯科駅南
（前島三）
�636･7600


