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そ

の

よ

う

な

中

で

、

十

人

衆

中

の

三

年

寄

り

の

一

人

は

、

彦

根

藩

主

か

ら

長

浜

の

町

政

を

司

り

そ

の

功

績

を

称

え

る

書

を

与

え

ら

れ

て

い

る

そ

う

で

す

。

今

も

そ

の

住

居

の

本

陣

跡

が

、

幼

稚

園

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

ま

す

。

又

別

の

年

寄

り

の

住

居

（

安

道

家

）

に

は

、

明

治

時

代

に

北

大

路

魯

山

人

が

何

度

も

逗

留

し

、

天

井

画

や

篆

刻

な

ど

も

残

さ

れ

て

い

る

と

い

う

事

で

す

。

 

昼

食

場

所

の

『

長

浜

浪

漫

ビ

ー

ル

』

は

、

水

路

の

よ

う

な

『

米

川

』

沿

い

の

蔵

を

改

装

し

た

も

の

で

、

北

国

街

道

に

沿

っ

て

建

つ

表

か

ら

真

っ

直

ぐ

裏

の

川

に

繋

が

っ

て

い

ま

す

。

蔵

に

は

琵

琶

湖

か

ら

川

を

使

っ

て

運

ば

れ

た

荷

物

を

、

直

接

荷

揚

げ

出

来

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

 

先

の

本

陣

跡

や

大

き

な

店

も

、

表

は

街

道

に

面

し

裏

は

石

の

階

段

を

設

け

、

川

に

直

結

し

て

い

ま

す

。

 

町

の

北

東

に

あ

る

大

通

寺

は

、

伏

見

城

や

長

浜

城

の

一

部

を

移

築

し

、

丸

山

応

挙

や

狩

野

山

楽

の

襖

絵

や

名

庭

園

も

あ

る

浄

土

真

宗

の

立

派

な

お

寺

で

す

。

大

き

く

豪

華

な

山

門

は

、

京

都

の

東

本

願

寺

山

門

の

図

面

を

も

ら

い

、

少

し

小

さ

く

し

て

建

て

ら

れ

た

も

の

で

、

東

本

願

寺

山

門

が

焼

失

し

た

時

は

、

逆

に

大

通

寺

の

図

面

を

基

に

再

建

さ

れ

た

そ

う

で

す

。

帰

っ

て

か

ら

二

つ

の

写

真

を

見

比

べ

る

と

、

本

当

に

そ

っ

く

り

で

す

。

 

『

曳

山

ま

つ

り

』

の

曳

山

は

、

各

町

会

に

計

十

二

台

も

あ

り

、

そ

れ

を

収

め

る

建

物

も

各

々

の

町

会

に

あ

り

ま

す

。

ガ

イ

ド

を

し

て

く

だ

さ

っ

た

方

の

町

会

で

は

、

一

回

の

曳

山

祭

り

に

八

百

万

円

も

か

か

る

の

で

積

み

立

て

を

し

て

い

る

と

の

事

で

し

た

。

 

 

曳

山

の

子

ど

も

歌

舞

伎

は

、

各

々

の

曳

山

が

辻

毎

に

二

十

分

も

か

か

る

演

目

を

演

じ

て

次

の

辻

へ

移

動

し

て

再

び

同

じ

演

目

を

演

じ

ま

す

。

こ

う

し

て

一

日

中

演

じ

、

夜

に

は

す

べ

て

の

曳

山

が

集

ま

っ

て

そ

こ

で

も

順

に

演

じ

る

の

で

、

昔

は

翌

朝

ま

で

か

か

っ

て

い

た

そ

う

で

す

。

現

在

は

十

二

台

の

う

ち

四

台

が

三

年

毎

に

出

る

よ

う

に

な

っ

た

そ

う

で

す

。

そ

し

て

、

町

の

中

央

に

あ

る

『

曳

山

博

物

館

』

に

は

、

翌

年

の

祭

り

に

出

る

曳

山

が

年

中

展

示

さ

れ

て

い

る

と

の

事

で

し

た

。

 

ガ

イ

ド

さ

ん

に

説

明

し

て

も

ら

い

、

今

ま

で

知

ら

な

か

っ

た

事

を

色

々

知

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

 

『

長

浜

浪

漫

ビ

ー

ル

』

で

昼

食

を

取

っ

た

後

は

自

由

散

策

で

す

。

Ｊ

Ｒ

長

浜

駅

前

の

『

秀

吉

三

成

出

逢

い

の

像

』

の

前

で

、

石

田

三

成

が

秀

吉

の

家

来

に

な

る

き

っ

か

け

に

な

っ

た

と

い

う

『

三

献

の

茶

』

の

逸

話

に

感

心

し

た

後

、

黒

壁

ス

ク

エ

ア

に

戻

り

ま

し

た

。

お

土

産

を

買

っ

て

い

る

と

、

あ

っ

と

い

う

間

に

集

合

時

間

で

す

。

再

び

迎

え

に

来

た

バ

ス

に

乗

り

、

お

旅

所

駐

車

場

か

ら

帰

途

に

つ

き

ま

し

た

。

 
今

回

の

見

学

で

、

知

ら

な

い

長

浜

が

た

く

さ

ん

あ

る

事

を

知

り

、

そ

れ

ら

を

観

る

為

に

も

又

訪

れ

な

け

れ

ば

…

等

と

回

想

し

て

い

る

う

ち

に

、

渋

滞

に

会

う

事

も

な

く

、

予

定

よ

り

早

い

五

時

前

に

市

役

所

の

駐

車

場

に

帰

り

着

き

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 

（

北

会

所

町

 

芝

本

重

子

）

 

「第5回 寺内町月見の会」報告 

 暑さが和らぐ秋はお月見の季節です、空気が澄んで月の高さも鑑賞

向きです。「第５回寺内町月見の会」が中秋の名月の日の９月８日(月)

展望広場において開催されました。 

 昨年は、屋内で「清永とおる氏」のトークとギターライブで始まり

ましたが、今年は、富田林寺内町をまもり・そだてる会結成２０周年

を祝い、会員相互の親睦行事として実施されました。 

 展望広場のあたり一面が薄暗くなった頃、東の空から山吹色をした

大きな真ん丸のお月さんが明るく見えました。 

 アポロ計画で、アームストロング船長とオルドリン操縦士が人類で

初めて月面着陸したのは１９６９年７月２０日で、今から４５年前の

出来事です。 

船板を用いた大商家の蔵群 
 

 

 

 

 

九

月

二

八

日

（

日

）

、

三

四

名

の

会

員

さ

ん

達

を

乗

せ

た

大

型

バ

ス

は

午

前

八

時

少

し

前

、

長

浜

を

目

指

し

て

晴

天

の

市

役

所

第

二

駐

車

場

を

出

発

し

ま

し

た

。

早

朝

は

少

し

肌

寒

く

感

じ

ま

し

た

が

、

出

発

す

る

頃

に

は

長

袖

で

は

暑

い

位

で

す

。

し

か

し

バ

ス

の

中

は

冷

房

も

効

き

、

ゆ

っ

た

り

座

れ

て

快

適

で

す

。

 

 

渋

滞

に

も

あ

わ

ず

、

十

時

半

に

は

予

定

通

り

長

浜

の

お

旅

所

駐

車

場

に

到

着

し

ま

し

た

。
 

到

着

す

る

と

す

ぐ

二

組

に

分

か

れ

、

待

っ

て

お

ら

れ

た

二

人

の

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ガ

イ

ド

さ

ん

に

つ

い

て

町

の

散

策

に

出

発

し

ま

し

た

。

 

長

浜

は

何

度

か

来

て

い

る

の

で

知

っ

て

い

る

つ

も

り

で

し

た

が

、

実

は

『

黒

壁

ス

ク

エ

ア

』

と

呼

ば

れ

る

周

辺

だ

け

だ

っ

た

、

と

い

う

事

が

よ

く

わ

か

り

ま

し

た

。

以

下

は

説

明

し

て

い

た

だ

い

た

内

容

で

す

。
 

長

浜

は

秀

吉

が

今

浜

と

言

わ

れ

て

い

た

所

を

、

琵

琶

湖

を

利

用

し

た

湖

上

交

通

と

陸

路

の

拠

点

と

す

る

為

、

信

長

の

一

字

を

も

ら

い

長

浜

と

改

名

し

、

長

浜

城

を

築

い

た

事

に

始

ま

る

そ

う

で

す

。

 

秀

吉

は

十

人

衆

に

よ

る

自

治

を

認

め

、

税

金

も

免

除

し

た

為

ど

ん

ど

ん

発

展

し

ま

し

た

。

し

か

し

あ

ま

り

に

も

人

々

が

流

入

し

、

近

隣

に

百

姓

が

い

な

く

な

る

と

い

う

の

で

規

制

し

よ

う

と

し

ま

し

た

が

、

妻

寧

々

の

助

言

で

思

い

と

ど

ま

っ

た

為

、

長

浜

は

栄

え

続

け

た

と

い

う

事

で

す

。

そ

し

て

江

戸

時

代

に

な

り

彦

根

藩

の

領

地

と

な

っ

た

後

も

、

長

浜

の

自

治

と

税

の

免

除

は

続

い

た

と

い

う

事

で

す

。

 

＊瓦版は、3 月・7 月・11 月の年 3 回の発行です。 

＊本瓦版(pdf ﾌｧｲﾙ）は、連携ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「富田林寺内町の探訪」からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることもできます。 

 今回の瓦版は、会員以外の世帯にも 
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黒壁スクエアでの説明 

北国街道に面した安道家住宅 

 今年の寺内町燈路(主催：じないまち四季物語実行委員会、共催：当会、観光協会)は８月３０

日(土)に実施されました。当日は朝から夏の日差しが一杯で快晴の天気でしたが、夕刻にはお湿

り程度のパラパラした雨粒が落ちてきました。行灯に点火する頃には曇り空になり寺内町とそ

の周辺には約１０００基の行灯が並べられ、一斉にローソクに灯が入れられると、美しい町並

みが映し出されました。浴衣姿の来場者も多数参加され、写真やビデオにその美しい景色を写

しておられました。参加者何名かから単車及び自転車の駐輪場所はマップに記載されているも

のの、場所を増やしもっと解りやすくしてほしいと言う要望がありました。 

 当日の参加者は、約４８００人（四季物語実行委員会発表）でした。 

 皆さん、ご参加、ご協力ありがとうございました。         (企画事業部会) 

「寺内町四季物語2014夏 第11回寺内町燈路」報告 

  
  

 

(写真提供：奥谷直也様) (写真提供：奥谷直也様) 

 約８０世帯の会員が参加され、用意されていた１

５０個の月見団子は、全て出払い、子供達や保護者

の方々でおいしく頂き、盛況の内に終えることが出

来ました。 

 皆さん、ご参加、ご協力ありがとうございました。 

              （企画事業部会） 

富田林寺内町をまもり・そだてる会２０周年記念事業 / 富田林市文化振興基金事業    「富田林寺内町フェスティバル」報告 

 １１月としては肌寒い１１月１５日(土)、１６日(日)に、当会結成２０周年を祝して、当寺内町を中心に「寺内町フェスティバル」が開催されました。１５日の夜には、城

之門筋から旧杉山家住宅まで「じないまち燈路」が、旧杉山家住宅では「ジャズ講談 織田作之助と石上露子」が開催され、１６日には、興正寺別院にて「大茶会」が、展望

広場では「天晴！秋空コンサート」が、旧万里春酒蔵では「寺内町サミット」など様々な催しが開催されました。両日とも好天に恵まれ、町中は、普段より多くの住民や来訪

者で賑わいました。特に「寺内町サミット」では、河島アナムさんのコンサートの後、大阪国際大学の笠井敏光教授による「歴史遺産を活かしたまちづくり」の基調講演があ

り、続いて参加各市（八尾市、貝塚市、橿原市、津市、富田林市）代表によるプレゼンと討論会が行われ、４時間に及ぶサミットは幕を閉じました。サミット参加者は約１０

０名でした。また両日のフェスティバル参加者は推測で、計約２，０００名でした。皆さん、ご参加、ご協力ありがとうございました。   （２０周年記念事業実行委員会） 

 

ま

も
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・

そ

だ
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も

り

・

そ

だ

て

る

ま

も

り

・
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・
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長
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黒

壁

黒
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黒
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黒
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ス

ク

エ

ア

ス

ク

エ

ア

ス

ク

エ
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ス

ク

エ
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〉〉〉〉 



し

た

が

せ

っ

か

く

取

り

付

け

た

鬼

瓦

だ

か

ら

取

り

外

せ

な

い

と

言

わ

れ

た

そ

う

で

す

。

そ

こ

で

鬼

に

勝

つ

者

は

何

か

と

考

え

「

鍾

馗

さ

ん

」

な

ら

と

言

う

こ

と

で

「

鍾

馗

さ

ん

」

の

形

を

し

た

瓦

を

瓦

屋

さ

ん

に

作

っ

て

も

ら

っ

た

そ

う

で

す

。

「

鍾

馗

さ

ん

」

と

は

、

そ

の

昔

、

唐

の

玄

宗

皇

帝

が

病

に

伏

し

た

と

き

に

、

夢

の

中

で

鬼

が

楊

貴

妃

の

宝

を

盗

も

う

と

し

た

と

こ

ろ

、

そ

の

鬼

を

退

治

し

た

伝

説

の

人

物

で

す

。 
 

両

親

が

そ

の

物

語

に

な

ら

っ

て

、

鍾

馗

さ

ん

を

鬼

瓦

に

向

け

て

置

い

た

と

こ

ろ

、

娘

さ

ん

の

病

気

は

治

っ

た

そ

う

で

す

。

ま

た

中

国

で

は

鍾

馗

さ

ん

は

邪

気

を

取

り

除

く

神

と

も

言

わ

れ

て

い

ま

す

。 
 

次

に

私

が

お

聞

き

し

た

例

を

書

い

て

み

ま

す

。 
 

寺

内

町

で

は

色

々

な

行

事

が

あ

り

ま

す

。

平

成

２

６

年

３

月

の

雛

め

ぐ

り

が

行

わ

れ

た

時

に

も

多

数

の

観

光

客

が

寺

内

町

に

や

っ

て

来

ら

れ

ま

し

た

。

そ

の

時

、

家

の

前

の

お

寺

の

山

門

を

写

真

撮

影

し

て

い

る

年

輩

の

男

性

が

お

ら

れ

た

の

で

お

声

を

か

け

ま

し

た

。

そ

の

方

は

古

い

町

並

み

や

お

寺

の

瓦

、

特

に

鬼

瓦

を

写

真

撮

影

す

る

の

が

趣

味

と

の

こ

と

で

し

た

。

お

話

し

て

い

る

途

中

で

私

の

家

の

軒

下

を

振

り

仰

ぎ

、

瓦

で

作

ら

れ

た

鍾

馗

さ

ん

が

あ

る

の

を

見

つ

け

ら

れ

ま

し

た

。

私

は

今

ま

で

鍾

馗

さ

ん

が

何

故

軒

下

に

あ

る

の

か

知

ら

な

か

っ

た

の

で

、

年

輩

の

男

性

に

そ

の

理

由

を

お

伺

い

し

ま

し

た

。 
 

一

般

的

な

話

と

し

て

お

寺

に

は

「

魔

物(

霊

魂

な

ど)

」

が

住

ん

で

い

て

、

お

坊

さ

ま

の

法

力

な

ど

で

お

寺

か

ら

外

側

に

追

い

出

さ

れ

て

く

る

事

が

あ

り

、

追

い

出

さ

れ

た

魔

物

が

隣

接

し

て

い

る

建

物

に

逃

げ

込

ん

で

く

る

事

が

あ

る

と

言

い

伝

え

ら

れ

て

い

る

と

の

事

で

、

鍾

馗

さ

ん

は

軒

下

で

そ

れ

ら

の

魔

物

が

建

物

に

侵

入

し

な

い

様

に

防

御

し

て

い

る

の

だ

そ

う

で

す

。

今

で

い

う

「

ガ

ー

ド

マ

ン

」

の

役

目

を

も

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

す

。 
 

私

の

家

で

は

西

側

と

南

側

に

あ

り

ま

す

が

、

東

西

南

北

に

設

置

さ

れ

て

い

る

こ

と

も

あ

る

そ

う

で

す

。 
 

ま

た

鬼

瓦

も

同

じ

よ

う

な

役

目

で

建

物

の

四

方

を

ガ

ー

ド

す

る

様

に

配

置

さ

れ

て

い

る

と

の

こ

と

で

す

。

色

々

な

鬼

瓦

が

あ

り

、

そ

の

鬼

瓦

を

制

作

し

た

職

人

さ

ん

の

名

前

が

刻

ま

れ

て

い

る

例

も

あ

る

よ

う

で

す

。 
 

色

々

な

観

光

客

が

来

ら

れ

知

ら

な

か

っ

た

事

を

教

え

ら

れ

る

の

は

楽

し

い

事

だ

と

改

め

て

思

い

ま

し

た

。 
 
 
 
 
 

（

以

下

、

次

号

に

続

く

。

）

 
 

  
 
 
 

(

南

会

所

町

：

田

中

新

之

助) 

こんにちは!  笑顔であいさつ  歓迎を 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 会議名 内     容 

7 16 広報部会 ・次期新テーマ ・20 周年記念事業広報活動の件 

 
29 企画部会＊ 

・寺内町燈路について ・月見の会について 

 
30 20 周年＊＊ 

・事業内容の検討 ・記念品の検討  ・広報活動の検討 

8 
5 役員会 

・各部会の報告（特に燈路について） 

    ・２０周年記念事業について ・理事会について 

8 研修部会 ・会員見学会について 

12 理事会 
・各部会の報告（正副部会長報告、燈路、会員見学会） 

     ・２０周年記念事業について 

 
26 20 周年＊＊ 

・サミット概要 ・各事業内容検討 ・予算案検討 

9 3 
役員会 

・各部会報告（燈路報告、会員見学会･月見･清掃の説明） 

     ・２０周年記念事業検討（酒蔵舞台、寺内町サミット） 

 
12 20 周年＊＊ 

・各事業の場所＆日程検討 ・サミット案検討 

 
26 20 周年＊＊ 

・各事業内容検討 ・ポスター＆チラシ内容･枚数検討 

10 
2 役員会 

・各部会報告（会員見学会報告） 

     ・２０周年記念事業検討（会員案内･サミット申込･旗案内） 

 
8 企画部会＊ 

・２０周年記念事業 じないまち燈路詳細検討 

 
16 理事会 

・部会報告 ・20 周年事業案内書説明 ・記念品､予算説明 

 
20 20 周年＊＊ 

・サミット討論内容打合せ ・チラシ､ポスターの配布 

 
27 20 周年＊＊ 

・サミット応募状況検討 ・チラシ､ポスター配布状況検討 

11 
4 広報部会 

・瓦版５９号確認･印刷･配布 ・瓦版６０号原稿について 

7 役員会 
・サミット討論代表･内容打合せ 

 ＊(正式名称)：企画事業部会   ＊＊(正式名称)：２０周年記念事業実行委員会 
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寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町

のののの

良良良良

ささささ

再

認

識

再

認

識

再

認

識

再

認

識    

 

私

は

昭

和

二

十

三

年

に

富

田

林

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

当

時

は

敗

戦

国

日

本

を

ア

メ

リ

カ

が

占

領

し

て

い

て

、

諸

制

度

や

教

育

の

見

直

し

を

行

っ

て

い

た

時

期

で

し

た

。 
 

私

の

名

前

を

付

け

る

と

き

、

今

と

違

い

使

っ

て

い

い

漢

字

の

制

限

が

あ

り

、

両

親

は

い

ろ

い

ろ

考

え

た

そ

う

で

す

。 
 

幼

い

頃

は

み

ん

な

貧

し

く

、

服

装

も

い

い

も

の

は

着

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。 
 

又

、

食

べ

物

も

粗

食

で

牛

肉

な

ど

は

高

価

で

年

に

数

え

る

ほ

ど

し

か

食

べ

ら

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。 
 

し

か

し

、

子

供

達

は

元

気

で

、

家

の

外

で

缶

け

り

や

、

お

に

ご

っ

こ

、

た

け

う

ま

、

野

球

な

ど

で

遊

ん

で

い

ま

し

た

。 
 

陰

湿

な

い

じ

め

も

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

と

思

い

ま

す

。 
 

当

時

近

所

に

蔵

が

あ

り

、

蔵

の

中

で

チ

ャ

ン

バ

ラ

な

ど

を

し

た

事

が

懐

か

し

い

思

い

出

で

す

。 
 

小

学

校

か

ら

高

校

ま

で

富

田

林

市

内

に

通

い

、

大

学

は

遠

方

の

横

浜

で

し

た

。 
 

運

動

が

好

き

で

、

中

学

校

は

水

泳

部

、

高

校

は

バ

ス

ケ

ッ

ト

部

、

大

学

は

弓

道

と

へ

た

で

し

た

が

、

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

を

や

り

ま

し

た

。 
 

お

か

げ

様

で

大

き

な

病

気

も

せ

ず

、

六

十

半

ば

ま

で

元

気

で

暮

ら

し

て

お

り

ま

す

。 
 

高

校

一

年

の

と

き

、

興

正

寺

別

院

で

バ

ス

ケ

ッ

ト

部

の

合

宿

を

し

た

思

い

出

が

あ

り

ま

す

。

お

寺

の

本

堂

で

寝

泊

ま

り

し

、

食

事

は

出

前

、

風

呂

は

石

川

の

橋

の

近

く

に

行

き

ま

し

た

。 
 

当

時

は

ま

だ

寺

内

町

は

保

存

地

区

で

は

な

く

、

道

も

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

で

は

な

い

所

も

多

々

あ

り

ま

し

た

。 
 

夏

の

夜

な

ど

は

、

ス

テ

テ

コ

姿

の

お

っ

ち

ゃ

ん

が

家

の

前

で

夕

涼

み

を

し

て

い

る

光

景

も

見

受

け

ら

れ

ま

し

た

。 

 

私

の

家

は

、

食

料

品

店

を

営

ん

で

お

り

、

子

供

の

頃

、

焼

魚

の

配

達

等

で

家

の

手

伝

い

を

し

て

い

ま

し

た

。 
 

寺

内

町

に

は

、

八

百

屋

、

肉

屋

、

魚

屋

、

金

物

屋

、

薬

屋

、

桶

屋

、

う

ど

ん

屋

、

す

し

屋

、

た

ば

こ

屋

等

い

ろ

い

ろ

な

店

が

あ

り

そ

れ

な

り

に

繁

盛

し

て

い

ま

し

た

。 
 

し

か

し

時

の

流

れ

で

昭

和

四

十

年

代

に

西

友

等

の

大

資

本

が

駅

の

近

く

に

進

出

し

て

き

て

商

売

も

難

し

く

な

り

ま

し

た

。 
 

昭

和

五

十

年

代

に

は

、

ダ

イ

エ

ー

も

進

出

し

て

来

て

、

銀

行

等

も

駅

前

に

出

来

ま

し

た

。

コ

ン

ビ

ニ

、

ス

ー

パ

ー

の

進

出

で

小

売

店

も

現

在

は

ほ

と

ん

ど

閉

店

し

て

い

ま

す

。 
 

寺

内

町

に

生

ま

れ

育

ち

ま

し

た

が

、

別

に

貢

献

で

き

る

よ

う

な

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

や

っ

て

き

て

い

ま

せ

ん

。 
 

た

だ

、

見

学

に

来

ら

れ

た

人

々

が

、

地

図

を

見

な

が

ら

行

先

を

迷

っ

て

お

ら

れ

た

ら

、

声

を

か

け

る

よ

う

今

後

も

心

掛

け

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 
 

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。 
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里

山
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台

風

の

影

響

か

少

し

曇

り

気

味

の

１

０

月

４

日(

土)

に

我

が

町

、

寺

内

町

の

良

さ

を

再

認

識

し

、

こ

の

町

に

住

ん

で

お

ら

れ

る

方

々

や

、

観

光

で

こ

の

町

に

来

ら

れ

た

多

数

の

方

々

に

、

寺

内

町

瓦

版

を

通

し

て

、

そ

の

良

さ

、

見

所

な

ど

を

知

っ

て

い

た

だ

く

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

広

報

部

会

委

員

が

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ガ

イ

ド

さ

ん

の

お

話

を

お

聞

き

し

ま

し

た

。

こ

こ

で

は

、

そ

れ

を

も

と

に

、

私

が

見

た

り

感

じ

た

り

し

た

こ

と

、

ま

た

私

な

り

に

色

々

と

調

べ

た

こ

と

を

中

心

に

以

下

記

述

し

ま

す

。 

【【【【

１１１１

】】】】

寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町

とととと

門

前

町

門

前

町

門

前

町

門

前

町    
 

寺

内

町

と

門

前

町

の

違

い

を

自

分

な

り

に

以

下

の

様

に

整

理

し

て

み

ま

し

た

。 
 

寺

内

町

と

は

戦

国

時

代

に

濠

や

土

塁

で

城

塞

化

さ

れ

、

計

画

的

な

町

割

り

が

行

わ

れ

、

自

治

権

や

諸

公

事

免

除(

軍

資

金

、

年

貢

、

労

役

を

課

さ

な

い)

な

ど

の

特

権

を

得

た

町

屋

の

集

ま

り

の

事

で

、

１

４

７

１

年

蓮

如

上

人(

浄

土

真

宗

８

代

法

主)

が

越

前

吉

崎

に

御

坊

を

建

設

し

た

の

が

始

ま

り

と

さ

れ

て

い

る

。 
 

門

前

町

と

は

有

力

な

寺

院

・

神

社

の

参

道

や

周

辺

に

形

成

さ

れ

た

町

並

み

の

事

で

、

大

規

模

で

多

く

の

参

詣

者

を

集

め

る

神

社

や

寺

院

の

前

に

、

社

寺

関

係

者

や

参

拝

客

を

相

手

に

す

る

商

工

業

者 
 

り

、

横

に

広

が

っ

て

扁

平

型(

楕

円

形)

に

な

っ

て

き

ま

し

た

。

明

治

時

代

に

な

っ

て

禁

制

は

な

く

な

り

ま

し

た

が

、

す

ぐ

に

は

高

く

す

る

の

は

ど

う

か

と

い

う

こ

と

か

ら

、

矩

形(

長

方

形)

と

な

り

、

大

正

時

代

に

は

、

軒

高

の

高

ま

り

に

応

じ

て

大

き

な

矩

形

と

な

り

ま

す

。

虫

籠

窓

の

使

用

は

大

正

時

代

ま

で

で

、

昭

和

時

代

に

入

る

と

硝

子

窓

が

こ

れ

に

と

っ

て

替

わ

り

ま

す

。

寺

内

町

に

は

、

江

戸

時

代

中

頃

か

ら

幕

末

・

明

治

・

大

正

・

昭

和

初

期

に

か

け

て

建

築

さ

れ

た

家

が

数

多

く

あ

り

ま

す

。

建

て

ら

れ

た

お

家

を

建

築

時

期

に

沿

っ

て

辿

っ

て

み

る

と

お

も

し

ろ

い

と

思

い

ま

す

。 
(( ((

２２２２)) ))

鍾

馗

鍾

馗

鍾

馗

鍾

馗

さ

ん

と

さ

ん

と

さ

ん

と

さ

ん

と

鬼

瓦

鬼

瓦

鬼

瓦

鬼

瓦    
 
 

寺

内

町

の

様

に

旧

家

の

軒

先

に

鍾

馗

さ

ん

が

置

い

て

あ

る

の

を

時

々

見

受

け

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

寺

内

町

で

は

渋

谷

家

の

東

側

、

田

守

家

の

西

側

と

相

対

す

る

杉

田

家

の

東

側

、

私

の

家

の

西

側

と

南

側

な

ど

で

す 
(

他

に

も

っ

と

あ

る

の

か

も

知

れ

ま

せ

ん) 

。 
 

鍾

馗

さ

ん

を

置

い

て

お

く

に

は

い

く

つ

か

の

説

が

あ

る

よ

う

で

す

。

今

回

聞

い

た

お

話

で

は

、

昔

、

京

都

三

条

あ

た

り

に

薬

屋

さ

ん

が

大

き

な

家

を

建

て

、

そ

の

屋

根

に

大

き

な

鬼

瓦

を

置

い

た

と

こ

ろ

、

そ

の

瓦

を

見

た

向

か

い

の

家

に

住

む

娘

さ

ん

が

、

そ

の

鬼

に

睨

ま

れ

て

い

る

よ

う

な

気

が

し

て

毎

晩

う

な

さ

れ

、

病

気

に

な

っ

て

寝

込

ん

で

し

ま

っ

た

そ

う

で

す

。

心

配

し

た

両

親

は

、

向

か

い

の

薬

屋

さ

ん

に

鬼

瓦

を

取

り

外

し

て

く

れ

る

よ

う

に

お

願

い

し

ま 

 

  

が

集

ま

る

こ

と

に

よ

っ

て

形

成

さ

れ

た

町

の

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

長

年

こ

の

町

で

生

活

し

て

き

た

私

に

と

っ

て

も

知

ら

な

か

っ

た

こ

と

が

多

々

あ

っ

て

非

常

に

興

味

深

く

、

こ

の

町

の

良

さ

を

再

認

識

さ

せ

て

頂

く

こ

と

が

出

来

ま

し

た

。 

【【【【

２２２２

】】】】

富

田

林

富

田

林

富

田

林

富

田

林

寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町

寺

内

町(( ((

以

下

以

下

以

下

以

下

、、、、

寺

内

寺

内

寺

内

寺

内

町町町町

と

い

う

と

い

う

と

い

う

と

い

う)) ))

で

の

で

の

で

の

で

の

散

策

散

策

散

策

散

策    
    

ガ

イ

ド

さ

ん

の

お

話

し

で

聞

い

た

こ

と

を

し

っ

か

り

と

頭

の

中

に

入

れ

て

実

際

に

寺

内

町

を

見

て

歩

き

ま

し

た

。

以

下

に

見

所

や

ポ

イ

ン

ト

に

つ

い

て

書

き

出

し

て

み

ま

す

。    
(( ((

１１１１)) ))

虫虫虫虫

籠籠籠籠

窓窓窓窓

（（（（

むむむむ

し

こ

ま

ど

し

こ

ま

ど

し

こ

ま

ど

し

こ

ま

ど

））））    
 

寺

内

町

を

歩

く

と

、

低

い

二

階

の

屋

根

裏

部

屋(

厨

子

二

階

と

い

わ

れ

る)

が

目

に

入

り

ま

す

。

虫

籠

窓

と

は

、

厨

子

二

階

の

明

か

り

取

り

や

風

通

し

を

良

く

す

る

た

め

に

付

け

ら

れ

た

窓

の

事

で

、

格

子

を

付

け

虫

籠

の

様

に

見

え

る

と

こ

ろ

か

ら

虫

籠

窓

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。 
 

江

戸

時

代

に

は

禁

制

で

、

二

階

に

人

が

住

む

と

い

う

こ

と

は

「

二

階

か

ら

武

士

を

見

下

ろ

す

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

、

本

格

的

な

二

階

は

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

そ

こ

で

「

物

置

部

屋

」

と

い

う

こ

と

で

作

ら

れ

た

の

が

厨

子

二

階

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。 
 

虫

籠

窓

の

形

状

に

つ

い

て

書

い

て

み

ま

す

。

江

戸

時

代

の

も

の

は

ほ

と

ん

ど

「

木

瓜(

も

っ

こ

う)

型

」(
き

ゅ

う

り

を

輪

切

り

に

し

た

模

様)

で

す

が

、

幕

末

近

く

に

な

る

と

、

開

口

部

が

大

き

く

な 

 

十

二

月

一

日

～

十

四

日 

 
 

奥

野

玲

子 
 
 
 

  

山

の

絵

の

油

絵 

展 

 

十

二

月

十

六

日~

一

月

十

四

日 

 
 

富

田

林

幼

稚

園 
 
 

茶

碗

・

皿

作

品

展 

 

一

月

十

五

日

～

三

十

一

日 

 
 

手

作

り

サ

ロ

ン 
 
 

タ

ペ

ス

ト

リ

・

衣

類

・

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

縮

緬

細

工

作

品

展 

 

二

月

一

日~

二

十

八

日 

 
 

ボ

タ

ニ

カ

ル

ア

ー

ト 
 

水

彩

画

展 

 

三

月

一

日

～

三

十

一

日 

 
 

じ

な

い

ま

ち

交

流

館 
 

お

雛

さ

ま

展

示 

   

恒

例

の

新

春

『

鍋

め

ぐ

り

』 

 
 
 
 
 
 
 
 

一

月

十

日(

土) 

開
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