
呂
が
テ
ー
マ
の
漫
画

『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』

が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
漫
画

家
。
ビ
オ
ラ
奏
者
の
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
育
て

ら
れ
、
17
歳
で
イ
タ
リ

ア
に
油
絵
留
学
し
な
が
ら
、

極
貧
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に

漫
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た

著
者
の
半
生
記
で
、
人
生
は

お
金
だ
け
じ
ゃ
な
い
、好
き
を

極
め
ろ
、と
読
者
を
励
ま
す
。

お
嬢
様
学
校
に
通
い
な
が

ら
貧
し
か
っ
た
著
者
が
初
め

て
体
験
し
た
仕
事
は
チ
リ
紙

交
換
。
し
ん
ど
い
の
に
日
に

五
百
円
し
か
稼
げ
な
か
っ
た

が
、
い
ざ
と
な
れ
ば
何
で
も

や
れ
る
と
い
う
自
信
に
な
る
。

自
立
志
向
の
母
に
よ
り
14
歳

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
り
旅
行
。

オ
ー
バ
ー
ブ
ッ
キ
ン
グ
で
宿

を
追
い
出
さ
れ
、
野
宿
し
そ

う
に
な
っ
た
時
、「
頼
む
よ
、

自
分
」
と
い
う
「
も
う
ひ
と

り
の
自
分
」
を
発
見
。
や
が

て
自
分
を
俯
瞰
す
る
の
が
習

慣
に
な
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
美
術
学

校
に
入
っ
た
が
、
仕
送
り
は

家
賃
ほ
ど
で
ア
ル
バ
イ
ト
に

著
者
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時

代
の
浴
場
と
現
代
日
本
の
風

東
京
都
美
術
館
の
「
没
後

50
年
　
藤
田
嗣
治
展
」
で
83

年
に
及
ぶ
藤
田
の
代
表
作
を

見
た
。
東
京
美
術
学
校
時
代

に
、
黒
田
清
輝
に
禁
じ
ら
れ

た
黒
を
多
用
し
た
こ
と
か

ら
、
悪
い
絵
の
見
本
と
さ
れ

た
「
自
画
像
」
か
ら
、
パ
リ

で
ピ
カ
ソ
の
影
響
を
受
け
た

キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
静
物
画
、
美

し
い
乳
白
色
の
肌
で
一
世
を

風
靡
し
た
裸
婦
画
、
た
く
ま

し
い
南
米
の
女
た
ち
の
絵
、

茶
色
い
色
調
の
「
ア
ッ
ツ
島

玉
砕
」、
戦
争
協
力
を
批
判

さ
れ
た
日
本
を
離
れ
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
で
描
い
た
白
い
肌

の
女
性
の「
カ
フ
ェ
」、
そ
し

て
フ
ラ
ン
ス
に
戻
り
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
の
宗
教

画
ま
で
、
そ
の
振
幅
の
大
き

さ
に
驚
か
さ
れ
た
。

表
面
を
な
ぞ
る
と
時
代
に

翻
弄
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
著

者
は
ど
れ
も
藤
田
自
身
だ
と

い
う
。
戦
争
画
に
し
て
も
、

当
局
に
依
頼
さ
れ
た
の
は
確
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大
久
保
利
通
が
明
治
新
政

府
の
大
蔵
卿
に
な
り
、
次
い

で
新
設
し
た
内
務
卿
を
務
め

た
の
は
、
そ
こ
に
統
治
の
核

心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

薩
摩
藩
の
下
級
武
士
の
家
に

生
ま
れ
、
お
由
良
騒
動
に
巻

き
込
ま
れ
て
父
が
島
流
し
に

な
り
、
悲
惨
な
暮
ら
し
を
強

い
ら
れ
た
大
久
保
は
、
島
津

斉
彬
（
な
り
あ
き
ら
）
に
よ

っ
て
見
い
だ
さ
れ
、
次
い
で

久
光
に
趣
味
の
碁
を
習
っ
て

ま
で
接
近
し
、
側
近
に
取
り

立
て
ら
れ
て
以
来
、
内
務
卿

と
し
て
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
、

権
力
の
座
に
居
続
け
た
。
い

く
ら
理
想
を
語
っ
て
も
、
現

実
の
政
治
権
力
を
手
に
し
な

い
限
り
、
そ
れ
は
空
想
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者

は
、
幕
末
・
維
新
を
語
り
な

が
ら
、
今
の
日
本
に
警
告
を

発
し
て
い
る
。

っ
て
い
た
。
世
間
に
で
は
な

く
、
自
分
に
真
摯
に
生
き
た

の
で
あ
る
。

著
者
は
藤
田
の
代
表
作

は
、
ど
れ
か
一
点
で
は
な

く
、
そ
の
「
変
遷
」
に
あ
る

と
い
う
。「
フ
ジ
タ
さ
ん
、
あ

な
た
は
最
後
ま
で
偽
物
だ
っ

た
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
本

物
の
芸
術
家
だ
っ
た
」
と
。

人
生
と
は
そ
ん
な
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
ど
こ
に
本
当
の

自
分
が
い
る
の
か
分
か
ら
な

い
の
だ
か
ら
、
変
化
を
恐
れ

て
は
な
ら
な
い
。（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
新
書
、
１
０
０
０
円
＋

税
）

最
後
の
将
軍
・
徳
川
慶
喜
を

追
討
す
る
。

西
郷
が
軍
事
を
担
当
し
た

の
に
対
し
て
、
大
久
保
は
京

都
で
政
務
に
当
た
り
、
新
政

府
の
骨
格
を
作
っ
た
。
大
久

保
が
大
坂
奠
都
（
て
ん
と
）

を
唱
え
た
の
は
、
京
都
の
公

家
か
ら
政
治
を
奪
取
す
る
た

め
で
、
や
が
て
東
京
に
奠
都

し
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
。

そ
ん
な
大
久
保
の
最
後
の

障
害
と
な
っ
た
の
が
、
無
二

の
親
友
・
西
郷
隆
盛
だ
っ

か
だ
が
、
父
が
軍
医
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
戦
争

を
嫌
悪
す
る
考
え
は
な

く
、
む
し
ろ
進
ん
で
戦

争
を
描
い
た
。
そ
れ
は

絵
画
の
持
つ
時
代
表
現

の
側
面
で
あ
る
。

乳
白
色
の
肌
は
、
浮
世
絵

の
手
法
か
ら
、
白
い
絵
の
具

を
塗
っ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
に
毛

筆
で
線
を
描
き
、
黒
色
に
は

墨
を
使
っ
た
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
再
来
で
、
そ
の
独
創
性

が
評
価
さ
れ
た
。
独
創
的
だ

か
ら
普
遍
性
を
獲
得
し
た
の

で
あ
る
。
最
後
に
夫
婦
で
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
な
っ
た
の

も
普
遍
的
な
信
仰
ゆ
え
か
。

興
味
深
い
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
に
あ
る
先
史
時
代
の
洞
窟

の
線
刻
画
に
、
大
き
な
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
。
終
の

棲
家
も
、
そ
ん
な
洞
窟
の
あ

る
村
に
構
え
た
。
つ
ま
り
、

人
類
史
的
な
普
遍
性
を
求
め

た
結
果
が
、
藤
田
の
独
特
な

線
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん

な
藤
田
を
、
宣
伝
屋
だ
と
か

軍
に
す
り
寄
っ
て
い
る
だ
と

か
、
日
本
の
画
壇
は
批
判
し

た
。
藤
田
自
身
は
酒
は
飲
め

ず
、
派
手
に
遊
ん
だ
夜
も
家

に
帰
り
、
朝
ま
で
絵
筆
を
握

明
け
暮
れ
。
４
歳
年
上
の
詩

人
の
イ
タ
リ
ア
人
が
好
き
に

な
り
同
棲
す
る
も
、
稼
が
な

い
彼
の
た
め
ま
す
ま
す
生
活

苦
に
。
何
度
も
ア
パ
ー
ト
を

追
い
出
さ
れ
た
が
、
ホ
ー
ム

レ
ス
の
女
王
に
出
会
い
、
お

金
に
し
ば
ら
れ
な
い
ロ
ー
マ

人
の
誇
り
を
知
る
。
彼
が
多

長
谷
川
宏
著

ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
ア
ラ
ン
ま
で

額
の
借
金
を
し
て
も
別
れ
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
子
供
が
で

き
て
「
自
我
が
つ
る
り
と
む

け
」、
著
者
も
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
に
。

自
立
の
た
め
漫
画
家
に
な

っ
た
の
は
29
歳
の
時
。
母
の

い
る
札
幌
に
帰
り
、
日
伊
協

会
の
職
員
を
は
じ
め
イ
タ
リ

ア
語
教
師
、
テ
レ
ビ
の
リ
ポ

ー
タ
ー
に
料
理
の
先
生
な
ど

「
10
足
の
わ
ら
じ
」
を
履
き
、

仕
事
を
し
過
ぎ
て
上
司
か
ら

「
私
が
無
能
に
見
え
る
」
と

叱
ら
れ
た
り
。

そ
の
後
、
12
歳
年
下
の
研

究
者
の
イ
タ
リ
ア
人
と
再

の
中
国
で
流
行
し
た
「
十
牛

図
」
と
似
て
い
る
。
空
海
の

特
徴
は
、
そ
れ
に
比
較
宗

教
・
仏
教
論
を
重
ね
た
こ
と

で
、
真
言
密
教
が
仏
教
の
集

大
成
と
の
自
覚
ゆ
え
で
あ
ろ

う
。
唯
識
か
ら
華
厳
ま
で
は

奈
良
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
南
都

六
宗
で
あ
る
。

釈
迦
仏
教
（
上
座
仏
教
）

は
自
我
や
欲
望
を
否
定
し
悟

り
を
求
め
る
の
が
特
徴
だ

が
、
そ
れ
か
ら
約
五
百
年
後

に
現
れ
た
大
乗
仏
教
は
人
々

の
救
済
を
優
先
す
る
教
え

で
、
中
で
も
密
教
は
イ
ン
ド

土
着
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々

も
取
り
入
れ
、
人
間
の
生
、

欲
望
を
積
極
的
に
認
め
る
傾

向
が
あ
る
。
基
本
の
経
典
が

大
日
経
で
、
宇
宙
の
中
心
・

根
源
に
大
日
如
来
が
存
在
す

る
と
し
、
釈
迦
は
そ
の
現
れ

と
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
神
と
イ
エ
ス
の
関
係
に
相

似
す
る
。

そ
の
後
、
密
教
は
イ
ン

ド
、
中
国
、
朝
鮮
で
は
滅

び
、
日
本
に
だ
け
天
皇
の
庇

護
を
受
け
生
き
残
っ
た
。
本

書
は
、
高
野
山
大
学
で
の
３

年
間
の
共
同
研
究
の
成
果
を

著
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
、

深
遠
な
教
え
を
現
代
文
で
読

め
る
の
が
あ
り
が
た
い
。

第
一
住
心
も
仏
性
の
現
れ

と
い
う
の
が
空
海
の
思
想

で
、
そ
こ
に
は
万
民
を
救
お

う
と
し
た
熱
意
が
感
じ
ら
れ

る
。
十
住
心
に
照
ら
し
て
自

分
の
心
を
見
る
と
、
い
ず
れ

も
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
。（
春
秋
社
、
３
５
０
０

円
＋
税
）

（
し
ょ
う
も
ん
、
仏
弟
子
）

の
境
地
の
第
四
住
心
、
縁
覚

（
え
ん
が
く
、
修
行
者
）
の

境
地
の
第
五
住
心
、
大
乗
仏

教
の
唯
識
・
法
相
宗
の
境
地

の
第
六
住
心
、
中
観
・
三
論

宗
の
境
地
の
第
七
住
心
、
天

台
宗
の
境
地
の
第
八
住
心
、

華
厳
宗
の
境
地
の
第
九
住
心

と
深
ま
り
、
最
終
の
第
十
住

心
が
真
言
密
教
だ
と
し
て
い

る
。人

間
の
心
を
十
段
階
に
分

け
る
の
は
、
12
世
紀
終
わ
り

ゅ
う
し
ん
）
と
名
づ

け
、
十
段
階
で
説
い
た

も
の
。
前
者
は
広
本
、

後
者
は
そ
れ
を
簡
略
化

し
た
略
本
と
呼
ば
れ

る
。

十
住
心
と
は
、
欲
望
の
ま

ま
に
生
き
る
第
一
住
心
か

ら
、
道
徳
心
が
兆
す
第
二
住

心（
儒
教
）、
さ
ら
に
宗
教
心

に
目
覚
め
る
第
三
住
心
（
イ

ン
ド
哲
学
、
老
荘
思
想
）、

仏
教
に
入
っ
て
小
乗
仏
教

（
上
座
仏
教
）
の
う
ち
声
聞

淳
和
天
皇
の
勅
命
を
受
け

天
長
７
年
（
８
３
０
）
に
各

宗
が
教
義
書
を
献
上
し
た
と

き
、
晩
年
の
空
海
は
『
秘
密

曼
荼
羅
十
住
心
論
』
十
巻
と

『
秘
蔵
宝
鑰
（
ほ
う
や
く
）』

三
巻
を
出
し
た
。
い
ず
れ

も
、
人
間
の
心
を
住
心
（
じ

の
支
配
が
強
す
ぎ
て
、
論
じ

る
ほ
ど
の
幸
福
論
は
な
い
と

い
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
時
代
、「
人
間
は
都

市
国
家
的
動
物
で
あ
る
」
と

い
う
の
が
根
本
的
な
命
題
で

あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
盛

ん
に
議
論
を
吹
き
か
け
た
の

も
、
崩
れ
そ
う
な
共
同
体
を

国
家
の
法
で
維
持
す
る
た
め

で
あ
り
、
だ
か
ら
、
裁
判
で

有
罪
と
さ
れ
る
と
、
甘
ん
じ

て
死
を
受
け
入
れ
た
。

西
洋
近
代
の
幸
福
論
は
絶

対
神
の
支
配
か
ら
離
脱
す
る

こ
と
で
始
ま
り
、
そ
の
系
譜

は
経
験
論
の
ベ
ー
コ
ン
と
合

理
論
の
デ
カ
ル
ト
に
分
か
れ

る
。
前
者
は
人
間
の
感
情
を

重
視
し
、
例
え
ば
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
は
、『
道
徳
感
情
論
』

に
「
国
富
論
」
以
上
の
情
熱

を
注
い
だ
。
そ
し
て
イ
ギ
リ

ス
経
験
論
は
ベ
ン
サ
ム
の

「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」

に
到
達
す
る
。
一
方
、
大
陸

合
理
論
は
カ
ン
ト
の
内
な
る

道
徳
律
に
結
実
す
る
。

現
代
の
幸
福
論
は
身
近
な

問
題
が
常
識
的
に
語
ら
れ

る
。
ア
ラ
ン
の
「
情
念
の
波

立
ち
を
抑
え
、
過
剰
な
観
念

や
感
情
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
心
身
の
安
定
を
保

っ
て
外
界
と
対
峙
し
、
他
人

と
か
か
わ
る
こ
と
」
の
よ
う

に
。（
中
公
新
書
、
８
８
０

円
＋
税
）

近
代
日
本
最
大
の
画
家
の
実
像

た
。
ま
さ
か
鹿
児
島
で
西
郷

が
立
つ
と
は
思
わ
な
か
っ
た

の
に
、
不
平
士
族
の
み
こ
し

に
乗
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
西

南
戦
争
に
勝
つ
こ
と
で
日
本

は
古
い
時
代
に
訣
別
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
が
、
大
久

保
に
と
っ
て
は
血
涙
を
流
す

戦
い
と
な
っ
た
。（
徳
間
書

店
、
１
２
５
０
円
＋
税
）

感
す
る
。

20
年
前
か
ら
田
舎
暮

ら
し
を
し
て
い
る
の

で
、「
ど
う
考
え
よ
う

と
、
わ
た
し
た
ち
は
大

地
の
子
で
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
の
生
命
は
大
地
の
生

命
の
一
部
で
あ
り
、わ
た
し
た

ち
は
植
物
や
動
物
と
同
じ
く

大
地
か
ら
生
け
る
糧
を
得
て

い
る
」
と
い
う
ラ
ッ
セ
ル
の

言
葉
に
も
そ
う
な
の
は
、
自

分
の
境
遇
を
幸
せ
だ
と
感
じ

る
よ
う
に
努
め
て
き
た
か
ら

で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
上
記

２
人
と
ヒ
ル
テ
ィ
の
幸
福
論

が
現
代
の
「
三
大
幸
福
論
」。

個
人
的
過
ぎ
て
哲
学
の
対

象
に
な
り
に
く
い
「
幸
福
」

を
、
哲
学
者
は
ど
う
扱
っ
て

き
た
の
か
、
著
者
は
都
市
共

同
体
が
生
ま
れ
た
古
代
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
、

個
人
主
義
に
価
値
が
置
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
18
世
紀
、

そ
し
て
世
界
大
戦
の
20
世
紀

の
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
取

り
上
げ
て
い
る
。
中
世
は
神

松
長
有
慶
著

万
民
を
救
う
空
海
の
熱
意

幸
福
論
は
年
齢
や
環
境
に

よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
。
高

齢
期
の
評
者
は
、「
自
分
の
作

り
出
し
た
幸
福
は
だ
ま
し
た

り
し
な
い
。
そ
れ
は
学
ぶ
こ

と
で
あ
り
、
人
は
い
つ
で
も

学
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
」
と

い
う
ア
ラ
ン
の
幸
福
論
に
共

書
評

BOOK
REVIEW

真言宗豊山派の寺院。開山年代は不詳だが、
当寺に関する最古の文献である過去帳に弘安3
年（1280）に寂したとの記録があるため、それ
以前の創建と考えられる。
『新編武蔵風土記稿』には、「本尊は不動を安
ず。薬師堂ありたるも荒廃せしを以って像は本
堂に移し、堂の再建はいまだならず」と記録さ
れており、薬師如来（医王）を祀る薬師堂があ
ったことが記されているが、永らく再建されず
にいた。昭和58年、寺と檀家が再建を志し、般
若心経10万巻を10年計画で写経を始め、その目
標の半分の5年で完成したものを堂に納めた。

その上に祀ったのが薬師如来の像で、現在の薬
師堂は平成5年に建立されたものである。
先祖代々継続されている護摩焚きは、正月・
5月・9月の不動尊の縁日である各28日に行わ
れ、檀家に限らず町の人々が本堂に集まりにぎ
やかになる。境内には享保元年（1716）に建立
した六地蔵と、先代が檀家と共に四国八十八箇
所巡りをし、霊場の砂を集めた「御砂ぶみ場」
が作られている。本堂の左手には座敷「お休処」
があり、誰でも入って休めるように開放されて
いる。日暮里舎人ライナー舎人駅から徒歩6分。

会会

オ
ア
シ
ス

の
オ
ア
シ
ス

都都
ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
著

自
分
ら
し
く
、
し
な
や
か
に

倉
山
満
著

維
新
の
理
想
を
実
現
し
た
リ
ア
リ
ス
ト

婚
、
シ
カ
ゴ
大
学
に
職
を
得

た
彼
と
シ
カ
ゴ
に
移
住
、
息

子
は
そ
の
後
、
ハ
ワ
イ
大
学

へ
。
前
著
『
国
境
の
な
い
生

き
方
』
の
よ
う
に
ポ
ル
ト
ガ

ル
、
シ
リ
ア
な
ど
で
暮
ら

す
。
働
き
過
ぎ
な
い
た
め
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
雇
う
。

近
作
の
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
』

は
『
博
物
誌
』
を
書
い
た
古

代
ロ
ー
マ
の
学
者
で
官
僚
、

軍
人
。
ネ
ロ
の
側
近
だ
が
、

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

し
な
や
か
に
自
分
ら
し
く
生

き
た
。
著
者
の
理
想
だ
と
い

う
。（
小
学
館
新
書
、
８
８
０

円
＋
税
）

薩
摩
・
長
州
軍
と
幕

府
軍
が
戦
っ
た
戊
辰

（
ぼ
し
ん
）
戦
争
は
、

世
界
的
に
は
イ
ギ
リ
ス

と
フ
ラ
ン
ス
の
代
理
戦

争
だ
っ
た
。
両
軍
と
も

新
式
の
武
器
を
両
国
か
ら
提

供
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
や
っ
て
内
戦
で
疲

弊
し
た
途
上
国
を
植
民
地
化

す
る
の
が
、
当
時
の
列
強
の

や
り
方
だ
っ
た
。
文
明
の
先

進
国
と
思
っ
て
い
た
清
国

が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
、
列

強
に
侵
食
さ
れ
る
惨
状
を
他

山
の
石
と
し
た
の
は
、
幕
府

も
薩
長
も
同
じ
だ
っ
た
。

世
界
を
知
っ
て
い
た
の

は
、
通
商
関
係
の
あ
る
オ
ラ

ン
ダ
か
ら
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
幕
府
で
、
鎖
国
を
祖
法

と
し
な
が
ら
、
開
国
は
や
む

な
し
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ

に
対
し
て
薩
長
が
尊
王
攘
夷

を
唱
え
た
の
は
、
討
幕
の
大

義
名
分
を
得
る
た
め
で
あ

る
。
薩
摩
は
当
初
、
幕
政
改

革
を
目
指
し
て
い
た
が
、
や

が
て
倒
幕
し
か
道
は
な
い
こ

と
を
悟
り
、
長
州
と
組
ん
で
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施
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