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令和５年（２０２３年）６月２５日号      片瀬だより          第１３４号 
 

片
瀬
の
老
舗
を
訪
ね
て
⑨ 

 

「
和
菓
子
司 

扇
屋
」 

 

今
回
は
龍
口
寺
前
に
あ
る
和
菓
子

の
扇
屋
さ
ん
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。 

 

本
物
の
江
ノ
電
が
は
め
込
ま
れ
た

お
店
の
前
は
い
つ
も
記
念
撮
影
を
す

る
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
こ
の
江
ノ
電
は
平
成
２
年
３
月

ま
で
使
わ
れ
て
い
た
車
両
だ
そ
う
で

す
。 

 

お
店
の
創
業
は
龍
口
寺
に
残
る
記

録
か
ら
天
保
年
間
（
１
８
３
１
年
～

１
８
４
５
年
）
で
は
な
い
か
と
の
こ

と
。
そ
の
頃
は
龍
口
寺
の
境
内
で
営

業
し
て
い
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
山

門
近
く
に
移
転
、
昭
和
９
年
に
現
在

の
場
所
へ
移
り
、
今
に
至
っ
て
い
ま

す
。
現
在
は
、
６
代
目
の
杉
並
善
久

さ
ん
と
奥
様
の
夏
子
さ
ん
、
善
久
さ

ん
の
お
母
様
の
芳
子
さ
ん
で
営
ん
で

お
ら
れ
ま
す
。 

 

名
物
の
「
江
ノ
電
も
な
か
」
を
売

り
出
し
た
の
は
昭
和
・
・
年
月
４
月

１
日
で
し
た
。
も
な
か
は
、
江
ノ
電

を
参
考
に
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
包
装

さ
れ
青
電
、
赤
電
、
新
車
、
チ
ョ
コ

電
、
江
ノ
電
の
５
種
類
が
あ
り
、

餡
も
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
パ
ッ 

 

 

              

ケ
ー
ジ
に
は
「
江
ノ
電
も
な
か
」
を
売
り

出
し
た
日
付
の
切
符
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま

す
。
特
徴
を
と
ら
え 

た
小
さ
な
箱
入
り
の 

江
ノ
電
も
な
か
は
、 

江
ノ
島
土
産
や
江
ノ 

電
乗
車
記
念
に
買
い 

求
め
る
お
客
さ
ん
が 

絶
え
な
い
の
も
、
う 

な
ず
け
ま
す
。 

「
代
々
受
け
継
が
れ 

て
き
た
安
全
で
安
心 

で
き
る
材
料
で
作
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
夏

子
さ
ん
の
お
話
。
そ
れ
も
長
く
愛
さ
れ
て
い

る
秘
訣
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

店
内
に
は
江
ノ
電
で
使
わ
れ
て
い
た
椅

子
や
珍
し
い
道
具
が
沢
山
展
示
さ
れ
、
そ
ち

ら
も
江
ノ
電
好
き
、
乗
り
物
好
き
に
は
た
ま

ら
な
い
ご
馳
走
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

          

 

   

   
新
た
に
着
任
さ
れ
た
片
瀬
公
民
館
長
・
片
瀬

中
学
校
の
教
頭
先
生
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 
藤
沢 藤
沢 藤
沢 藤
沢 

 

片
瀬
公
民
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

幸
田

ゆ

き

た 

一
線

か

ず

し 

館
長 

        

令
和
５
年
４
月
１
日
付
で
、
前
片
瀬
公
民
館

長
の
後
任
と
し
て
館
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た

幸
田
一
線
で
す
。
地
域
の
皆
様
に
は
日
頃
よ
り

公
民
館
の
活
動
、
運
営
に
対
し
、
多
大
な
る
ご

支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

公
民
館
は
市
民
生
活
の
向
上
や
地
域
住
民
の

拠
点
施
設
で
あ
り
、
職
員
は
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
い
け
る
よ
う
運
営
し
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
の
で
、
片
瀬
地
区
の
皆
様
に
は
引

き
続
き
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

最
後
に
、
多
く
の
皆
様
方
の
ご
来
館
を
心
か

ら
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

〈２〉 

は
じ
め
ま
し
て 

 

片
瀬
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
崎

と
の
さ
き 

瑞
穂

み

ず

ほ 

教
頭 

  

 

    

私
は
２
０
１
３
年
に
前
任
校
か
ら
片
瀬
中

学
校
に
異
動
し
・
・
年
間
勤
務
し
た
の
ち
、 

こ
の
度
教
頭
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
・
・
年
目

に
し
て
教
頭
に
な
り
、
よ
り
一
層
責
任
の
重

さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
一
方
こ
れ
ま
で
も
片

瀬
地
区
の
皆
様
の
温
か
い
雰
囲
気
を
感
じ
な

が
ら
仕
事
を
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
大
変
幸
せ

な
こ
と
だ
と
も
感
じ
て
い
ま
す
。
本
当
に
感

謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

 

先
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
５
類
移
行
に
と
も
な

い
、
教
育
活
動
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。
生
徒
た
ち
が
授
業
や
学
校
行
事
に

さ
ら
に
積
極
的
に
楽
し
ん
で
取
り
組
ん
で
く

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
地
域
の
方
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て

も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
難
し
い
面
も
あ
り
ま
し

た
が
今
後
は
さ
ら
に
交
流
を
深
め
て
い
け
た

ら
う
れ
し
い
で
す
。
私
も
新
た
な
気
持
ち
で
、

全
国
的
に
も
有
名
な
片
瀬
地
区
に
貢
献
で
き

る
よ
う
、
力
を
尽
く
し
て
参
り
ま
す
の
で
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

     

 

切符。日付にご注目！江ノ電もなか発売日 

6 代目 
杉並義久さん夏子さん
ご夫妻 

 

お店の入口にあ

るのは、平成2年

まで使われてい

た車両です。パ

ンタグラフは屋

根の上にありま

す。 
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江
の
島
道
を
め
ぐ
る
② 

 
こ
の
「
江
の
島
道
」
を
東
海
道
か
ら
分
か
れ

て
、
遊
行
寺
前
の
境
川
に
か
か
る
遊
行
寺
橋

を
渡
る
と
す
ぐ
に
杉
山
検
校
が
寄
進
し
た
江

の
島
弁
財
天
道
標
が
目
に
入
り
ま
す
。
杉
山

検
校
は
幼
少
期
に
病
で
失
明
し
、
そ
の
後
幾

多
の
苦
労
を
経
て
日
本
独
自
の
刺 し

鍼 し

ん

技
術
で

あ
る
「
管 か

ん

鍼
法

し

ん

ほ

う

」
を
完
成
さ
せ
た
方
で
、
そ
の

「
管
鍼
法
」
の
発
想
を
江
の
島
で
得
た
た
め
、

江
の
島
へ
の
信
仰
が
篤
か
っ
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
江
の
島
に
護
摩
堂
や
三
重
塔
を
建
立
、
さ

ら
に
は
藤
沢
宿
か
ら
江
の
島
に
か
け
て
の
約

４
㎞
の
間
に
、
江
の
島
ま
で
の
道
順
を
指
し

示
す
た
め
４
８
基
の
「
江
の
島
道
標
」
を
寄
進

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
杉
山
検
校
の
故
事
に
あ
や
か
り
、
目

の
不
自
由
な
方
が
江
の
島
詣
で
を
す
る
様
子

が
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
こ
の
道
標
は
花
崗
岩
製
、
同
形
同
大

で
標
身
高
１
２
０
㎝
、
各
面
幅
２
０
㎝
の
仙

頭
角
柱
形
で
、
四
面
の
う
ち
三
面
に
「
一
切

い
っ
さ
い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

」「
ゑ

え

能
の

し
満

ま

道
み
ち

」「
二

に

世
せ
い

安
あ
ん

楽
ら
く

」
の
銘
が

刻
ま
れ
て
い
て
、
通
常
よ
り
も
深
く
文
字
が

刻
ま
れ
て
お
り
、
目
の
不
自
由
な
方
も
触
れ

て
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
杉
山
検
校
が
配
慮

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
の
島
は
教
材
の
宝
庫
⑤ 

「
江
の
島
の
磯
は
、 地

震
が
生
ん
だ
遊
び
場
」 

 

江
の
島
の
南
の
磯
に
行
く
と
、
釣
り
や
磯
遊
び

を
楽
し
む
人
々
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
も
し
断
崖

絶
壁
だ
け
の
土
地
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

人
が
楽
し
め
る
で
し
ょ
う
か
？ 

と
こ
ろ
が
都
合
良
く
海
辺
だ
け
は
低 

く
て
平
ら
な
土
地
が
広
が
っ
て
い
ま 

す
。
こ
の
土
地
は
ど
う
や 

っ
て
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ 

う
か
。 

 

こ
の
土
地
は
「
波
食
台 

（
は
し
ょ
く
だ
い
）」
と
言 

い
ま
す
。
江
の
島
は
地
震 

の
た
び
に
隆
起
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
近
代

で
は
「
元
禄
地
震
」「
関
東
大
震
災
」
に
よ
っ
て
１

～
２
ｍ
隆
起
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
図
に

示
す
よ
う
に
海
底
で
波
の
力
に
よ
り
削
ら
れ
た
場

所
が
地
震
に
よ
っ
て
隆
起
す
る
と
、
い
ま
の
よ
う

な
台
状
の
土
地
が
現
れ
ま
す
。 

 

こ
の
波
食
台
も
い
ず
れ
波
や
風
雨
の
浸
食
に
よ

り
削
ら
れ
て
し
ま
う
運
命
で
す
が
、
い
つ
か
ま
た

地
震
に
よ
っ
て
隆
起
し
、
新
し
い
波
食
台
が
現
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

      

 

著
・
写
真
・
絵 

鹿
児
嶋 

英
克 

      

  

                           

著
・
写
真 

 

鹿
児
嶋 

英
克 

 

   

 

「
江
の
島
道
標
」
は
現
在
藤
沢
市
内
に
１
４

基
、
鎌
倉
市
内
に
１
基
、
世
田
谷
区
に
１
基
、

の
計
１
６
基
が
現
存
し
て
お
り
、
藤
沢
市
内
に

現
存
す
る
江
の
島
道
標
の
う
ち
１
２
基
が
藤

沢
市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う

ち
江
の
島
道
沿
い
に
は
１
０
基
が
地
図
の
矢
印

の
と
こ
ろ
に
建
っ
て
い
ま
す
が
、
寄
進
当
時
か
ら

そ
の
位
置
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
道
路
工

事
な
ど
で
移
設
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
西
行
戻
り
の
松
の
道
標
（
片
瀬
３
‐
１
０

‐
１
５
）
に
は
「
西
行
も
ど
り
松
」
と
裏
面
に
、
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、
湘
南
モ 

ノ
レ
ー
ル
「
湘
南 

江
の
島
」
駅
付
近 

の
道
標
（
片
瀬
３
‐
１
５
）
に
は
「
従 こ

れ

是 よ

り

右 み

ぎ

江
嶋

え

の

し

ま

道 み

ち

」
「
左
龍
口
寺
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
現
在

の
位
置
に
近
い
と
こ
ろ
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
し

ょ
う
。
江
の
島
道
を
歩
か
れ
る
際
に
、
ぜ
ひ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
こ
の
片
瀬
３-

１
５
の
道
標
に
は
「
願 が

ん

主 し

ゅ

江
戸
麹
町
」
と
も
あ
り
、
現
存
す
る
残
り
の

１
５
基
と
は
形
式
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
西
村
博
志
氏
に
よ
る
「
杉
山
検
校
と

江
の
島
」
『
藤
沢
市
文
化
財
報
告
書
第
５
７
集
』

２
０
２
２
藤
沢
市
教
育
委
員
会
刊
行
を
参
考

に
し
ま
し
た
。 

 

〈３〉 

私
の
散
歩
道 

「
江
の
島 

サ
ム
エ
ル
・
コ
ッ
キ
ン
グ
苑
」 

 

い
つ
も
の
散
歩
よ
り
長
く
歩
き

た
い
時
に
、
ち
ょ
っ
と
無
理
を
し

て
江
の
島
サ
ム
エ
ル
・
コ
ッ
キ
ン

グ
苑
ま
で
散
歩
し
ま
す
。 

サ
ム
エ
ル
・
コ
ッ
キ
ン
グ
苑
で

ひ
と
休
み
し
て
帰
る
の
が
い
つ
も

の
コ
ー
ス
で
す
。
昨
年
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
工
事
を
終
え
た
苑
内
は
、
夜

の
イ
ベ
ン
ト
時
を
除
い
て
終
日
無

料
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
ベ
ン
チ
が
増
え
、
屋
根
の

あ
る
施
設
も
出
来
た
の
で
、
小
さ

な
孫
を
連
れ
て
出
か
け
て
も
困
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

海
か
ら
吹
い
て
く
る
心
地
よ
い

風
に
吹
か
れ
る
と
心
身
と
も
に
元

気
が
出
て
き
ま
す
。 

 
 

（
Ｏ
） 

     

 

    
けずられる 

地震を 

きっかけ

に隆起 

図のように波の力で削

られた海底が隆起する

と、波食台が現れます 

図 
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〈４〉 

ふ
る
さ
と
片
瀬
～
今
昔
あ
れ
こ
れ
～
㊵ 

 
 
 
 

中
村 

喬 
 

 
 

「塔
」の
あ
る
暮
ら
し 

  

私
が
片
瀬
小
学
校
に
入
学
し
た
昭
和
二

十
一
年
に
は
江
の
島
に
灯
台
は
な
か
っ
た
。

島
に
展
望
塔
が
造
ら
れ
た
の
は
昭
和
二
十

六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
時
中
に
多
摩
川
の

川
べ
り
に
あ
っ
た
訓
練
用
の
落
下
傘
塔
の
鉄

材
な
ど
を
転
用
し
た
の
で
あ
る
。
自
動
車
の

乗
り
入
れ
が
で
き
な
い
島
に
資
材
を
運
び
込

む
に
は
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い

る
。 

 

平
和
塔
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
塔
に
は
灯

台
も
設
置
さ
れ
た
。
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
を
払

拭
し
た
命
名
、
そ
し
て
灯
台
の
光
が
私
た
ち

に
明
る
い
未
来
を
予
感
さ
せ
て
く
れ
た
。
今

江
の
島
の
展
望
塔
は
シ
ー
キ
ャ
ン
ド
ル
と
呼

ば
れ
て
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
が
、

私
の
心
に
は
平
和
塔
の
姿
と
名
前
が
刻
み

込
ま
れ
て
い
る
。 

 

江
の
島
に
は
三
重
塔
も
あ
っ
た
。
江
戸
時

代
に
は
管
鍼
法
と
い
う
鍼
治
療
の
方
法
を

考
え
出
し
た
杉
山
和
一
（
※
）
が
江
の
島
弁

財
天
を
厚
く
信
仰
し
寄
進
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
江
の
島
を
描
い
た
浮
世
絵
に
も

そ
の
塔
の
姿
は
残
さ
れ
て
い
る
。
江
の
島
の
入

り
口
近
く
に
建
っ
て
い
た
塔
は
百
八
十
年
の

間
、
島
の
人
々
の
暮
ら
し
を
見
守
っ
て
い
た
。 

 

し
か
し
、
明
治
に
な
っ
て
全
国
的
に
行
わ
れ

た
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
三
重
塔
は
取
り
壊
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

 

「塔
」と
言
え
ば
片
瀬
の
町
の
暮
ら
し
に
も
な

じ
ん
で
い
る
。 

 

龍
口
寺
の
五
重
塔
は
、
明
治
三
十
年
に
着

工
、
十
余
年
の
歳
月
を
か
け
て
四
十
三
年
に

完
成
し
て
い
る
。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震

災
で
近
辺
の
多
く
の
建
物
は
倒
壊
し
た
が
倒

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

寺
に
建
て
ら
れ
た
「
塔
」
は
も
と
も
と
仏
舎

利
を
納
め
る
墓
で
あ
っ
た
。
仰
ぎ
見
る
私
た
ち

の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。 

昭
和
四
十
五
年
に
は
日
蓮
上
人
の
法
難
七

百
年
を
機
に
龍
口
寺
の
山
上
に
新
し
く
仏
舎

利
塔
も
建
て
ら
れ
地
域
の
暮
ら
し
に
な
じ
ん

で
い
る
。 

 
か
つ
て
存
在
し
た
、
ま
た
今
も
存
在
す
る

「
塔
」
に
見
守
ら
れ
て
い
る
江
の
島
・
片
瀬
の
暮

ら
し
が
楽
し
い
。 

※ 

杉
山
和
一
・・・後
の
杉
山
検
校 

 

【仏
舎
利
の
塔
を
残
し
て
山
若
葉
】 

     

の
ぞ
い
て
み
よ
う
！
公
民
館 

「
楽
し
く
子
育
て
」 

 

乳
児
期
か
ら
未
就
園
児
期
ま
で
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者
の
方
が
楽
し
め
る
よ
う
に

英
語
や
工
作
、
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
毎
回
異

な
っ
た
内
容
で
毎
月
第
３
水
曜
日
に
開
催

し
て
い
ま
す
。 

 

乳
児
期
の
お
子
さ
ん
も
、
そ
の
場
の
雰
囲

気
を
感
じ
て
く
れ
る
だ
け
で
十
分
。
ち
ょ
っ

と
大
き
い
お
友
だ
ち
が
参
加
し
て
い
る
姿

を
じ
っ
と
み
て
い
ま
す
。 

昨
年
ま
で
は
２
部
制
で
し
た
が
、
今
年
は

ゆ
っ
た
り
１
時
間
半
。 

「
ま
だ
ウ
チ
の
子
に
は 

早
い
か
な
」
と
思
わ
ず
、 

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

後
半
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク 

の
時
間
を
大
切
に
し
て 

い
ま
す
。
ご
参
加
を 

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

片
瀬
市
民
図
書
室
か
ら
の
ご
案
内 

 
 

 

電
話
２
８
―
６
９
３
５ 

市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

な
ら
ど
な
た
で
も
、
一
人
１
０
冊

ま
で
２
週
間
借
り
ら
れ
ま
す
。 

 

〈
開
室
時
間
〉 

火
～
日
曜
日 

 
 

午
前
１
０
時
～
午
後
５
時 

【
新
刊
案
内
】 

「
マ
リ
コ
、
東
奔
西
走
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

林 

真
理
子 

「
母
の
味
、
だ
い
た
い
伝
授
」 

 
 

 
 

 
 

 

阿
川 

佐
和
子 

「
う
た
か
た
モ
ザ
イ
ク
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
穂 

ミ
チ 

「
糸
暦
」 

 
 

 
 

小
川 

糸 

「
本
売
る
日
々
」 

青
山 

文
平 

「
署
長
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
野 

敏 

「
魔
女
と
過
ご
し
た
七
日
間
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
野 

圭
吾 

「
晩
節
遍
路 （

吉
原
裏
同
心 

㊴ 

）」 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
伯 

泰
英 

「
朝
悩
ま
な
い
お
弁
当
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

は
る
め
し 

「
る
る
ぶ
清
里
蓼
科’

２
４
」 

「
る
る
ぶ
信
州’

２
４
」 

「
楽
あ
り
ゃ
苦
も
あ
る 

地
味
ご
は
ん
」 

 
 

 
 

 
 

 
和
田 

明
日
香 

編
集
後
記 

「
爽
や
か
な
風
の
よ
う
な
人
」 

 

編
集
委
員
の
一
人
で
お
世
話
に
な
っ
た

Ｓ
さ
ん
が
、
春
を
待
た
ず
に
静
か
に
旅
立
た

れ
た
。
仲
間
に
入
れ
さ
せ
て
頂
い
た
後
、
散

歩
や
イ
ベ
ン
ト
で
度
々
お
会
い
し
た
。 

 
 

編
集
の
段
取
り
を
す
る
合
間
で
、
何
気
な

い
世
間
話
を
交
わ
す
の
が
楽
し
み
の
一
つ

だ
っ
た
。
今
で
も
穏
や
か
な
笑
み
を
た
た
え

な
が
ら
、
爽
や
か
な
お
顔
が
風
の
よ
う
に
現

れ
そ
う
な
予
感
が
あ
る
。 

日
頃
Ｓ
さ
ん
が
気
に
留
め
ら
れ
て
い
た

タ
ブ
の
木
の
ひ
こ
ば
え
は
、
日
に
日
に
枝
を

伸
ば
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

（
Ｉ
）  


