
郷
土
教
材
（
牛
込
地
区
） 

 
算
聖 

 

関 

孝
和
（
せ
き 

た
か
か
ず
）(

 

今
か
ら
三
百
年
ほ
ど
前
に
活
躍)

 

 

牛
込
柳
町
交
差
点
か
ら
外
苑
東
通
り
を
北
（
早
稲
田
方
面
）
に
向
か
っ
て
四
、
五
分
歩
き
ま
す
と
、
道
路
の

右
手
に
「
関
孝
和
の
墓
」
と
記
さ
れ
た
大
き
な
石
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
「
浄
輪
寺
」
で
す
。
こ
の
寺

に
は
、
関
孝
和
の
「
墓
」
が
あ
り
ま
す
。
孝
和
の
墓
石
は
先
が
と
が
っ
た
舟
形
で
、
い
か
に
も
鋭
い
「
天
才
の

墓
」
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
で
す
。 

 

孝
和
は
、
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
日
本
の
数
学
者
で
す
。 

日
本
の
数
学
の
こ
と
を
和
算
と
い
い
ま
す
が
、
そ

れ
ま
で
の
和
算
の
流
れ
を
全
く
変
え
て
し
ま
っ
た
天
才
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
六
歳
の
頃
、
大
人
が
計

算
し
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
間
違
い
を
指
摘
し
「
こ
の
子
は
神
童
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。 

孝
和
の
生
ま
れ
た
の
は
武
士
の
家
で
し
た
か
ら
、
何
人
か
の
家
来
が
お
り
ま
し
た
。
孝
和
が
ま
だ
十
歳
の
と

き
、
家
来
の
ひ
と
り
が
お
も
し
ろ
そ
う
な
本
を
読
ん
で
い
る
の
を
見
か
け
ま
し
た
。
そ
の
本
に
つ
い
て
た
ず
ね

る
と
、
家
来
は
「
こ
の
本
は
と
て
も
難
し
い
算
数
の
本
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
孝
和
が
そ
の
本
を
手
に
す
る

と
そ
ろ
ば
ん
の
図
が
か
い
て
あ
っ
て
、
計
算
の
や
り
方
が
説
明
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

孝
和
は
さ
っ
そ
く
そ
ろ
ば
ん
を
持
ち
出
し
て
、
本
に
か
い
て
あ
る
と
お
り
に
や
っ
て
み
る
と
、
本
の
と
お
り

の
答
え
が
出
ま
し
た
。
孝
和
は
す
っ
か
り
う
れ
し
く
な
っ
て
、
そ
の
本
を
し
ば
ら
く
か
り
て
、
て
い
ね
い
に
読

ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
い
つ
の
ま
に
か
、
算
数
の
問
題
な
ら
、
ど
ん
な
問
題
で
も
自
由
自

在
に
解
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
関
孝
和
が
日
本
一
の
数
学
者
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。 

 

孝
和
は
江
戸
に
出
て
六
代
将
軍 

家
宣

い
え
の
ぶ

に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
奈
良
の
お
寺
に
『
い
つ
頃
の
も
の 

か
、
誰
が
か
い
た
も
の
か
も
分
か
ら
な
い
、
誰
に
も
理
解
で
き
な
い
難
し
い
本
』
が
仏
書
に
ま
じ
っ
て
い
た
と

聞
き
ま
し
た
。
孝
和
は
、
「
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
本
は
算
書
（
数
学
の
本
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
直
感

し
ま
し
た
。
そ
う
思
っ
た
ら
も
う
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
孝
和
は
、
旅
支
度
を
し
て
奈
良
の
お

寺
に
向
か
い
ま
し
た
。
片
道
で
お
よ
そ
五
百
キ
ロ
も
の
道
の
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、
十
日
ほ
ど
で
奈
良
に
着
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
思
っ
た
通
り
、
や
は
り
数
学
の
本
で
し
た
。
孝
和
は
、
そ
の
本
を
借
り
て
、
日
夜
、
筆
を
使

い
数
学
の
本
を
書
き
写
し
ま
し
た
。
写
し
終
わ
る
と
住
職
に
お
礼
を
述
べ
て
、
江
戸
に
帰
り
ま
し
た
。 

 

孝
和
は
そ
の
数
学
の
本
を
毎
日
毎
日
勉
強
し
ま
し
た
。
中
身
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
の
で
、
さ
す
が
の
孝
和

で
さ
え
も
そ
の
す
べ
て
（
「
一
冊
の
本
」
）
を
理
解
す
る
の
に
、
三
年
も
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
孝
和

は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
た
く
さ
ん
の
数
学
の
勉
強
を
続
け
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
日
本
に
は
孝
和
に
か
な
う
数

学
者
は
一
人
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

孝
和
は
幕
府
の
仕
事
を
進
め
る
う
ち
に
、
そ
ろ
ば
ん
を
使
っ
て
も
計
算
で
き
な
い
、
ど
う
し
て
も
解
け
な
い

よ
う
な
難
し
い
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
孝
和
は
、
何
か
よ
い
方
法
は
な
い
か
と
考

え
筆
算
（
ひ
っ
さ
ん
）
を
使
う
方
法
を
考
え
出
し
ま
し
た
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
方
程
式
が
自
由
に
使
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
日
本
の
数
学
を
発
達
さ
せ
る
も
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
て
も
す
ば
ら
し
い

業
績
で
し
た
。 

 

〈
わ
た
し
た
ち
は
、
孝
和
か
ら
何
を
学
べ
る
か
？
〉 

 



一
つ
め
は
、
実
行
力
で
す
。  

な
ん
で
も
す
ぐ
に
や
っ
て
み
る 

二
つ
め
は
、
思
考
力
で
す
。 

い
ろ
い
ろ
多
面
的
に
考
え
、
努
力
す
る 

三
つ
め
は
、
解
決
力
で
す
。 

悩
ん
だ
末
に
問
題
を
解
決
す
る 

 

◎ 

子
供
た
ち
に
孝
和
の
話
を
し
て
、
こ
れ
ら
の
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
、
少
し
ず
つ
努
力
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
話
し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。 

 



資
料
① 

                       

 

浄輪寺（東京都新宿区弁天町 95 創建 1612年）

この坂道を登ると左側が閑静な境内です。 
都営大江戸線「牛込柳町駅」東口より徒歩約 5 分。東京メトロ東

西線「早稲田駅」1 番出口より徒歩約 10 分 。東西線「神楽坂駅」

2 番出口（矢来口）より徒歩約 10 分 

 

 

浄輪寺の境内では、海棠の花が満開でした。 

海棠は桜の花に似ていますが、花の柄が長く花は 

下向きに咲きます。色も赤に近い桃色です。 

 

 

お寺に入るとすぐ目につくのがこの案内板です。 

「御参拝順路 関孝和先生之墓  

  直進し正面左折し右折」と書かれてあります。 

 

 関孝和先生の墓全景です。頭のところが尖った 

舟形をしています。二代目の墓石です。東京都教育 

委員会の説明板が設置されています。 



        

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

 

 

 

孝和の墓は「板碑
いたひ

型」の

墓と似ています。 

 

 

資
料
「
新
宿
区
の
文
化
財
⑶ 

史
跡
（
東
部
篇
三
一
頁
よ
り
引
用
）
」（
新
宿
区
教
育
委
員
会 

昭
和
五
十
六
年
刊
行
） 

 
 

関
孝
和
は
江
戸
時
代
中
期
の
和
算
家
で
、
通
称
を
新
助
と
い
い
、
自
由
亭
と
号
し
た
。
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
に

上
野
国
（
群
馬
県
）
藤
岡
の
人
で
旗
本
の
内
山
永
明
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
関
家
を
継
い
だ
。
幕
府
に
仕
え
、
勘
定
吟
味

役
や
御
納
戸
組
頭
を
つ
と
め
た
。
高
原
吉
種
に
学
び
、
従
来
の
天
元
術
の
算
木
を
使
う
方
法
か
ら
、
未
知
数
を
文
字
で
表

わ
し
、
筆
算
に
な
お
し
て
方
程
式
を
解
く
方
法
を
発
見
し
た
。
こ
れ
を
帰
源
整
法
と
い
う
。
そ
の
他
、
筆
算
代
数
学
、
行

列
式
論
、
正
多
角
形
理
論
な
ど
の
分
野
を
開
拓
し
、
和
算
の
進
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。
多
く
の
弟
子
を
も
ち
、
関
流

算
法
の
祖
と
仰
が
れ
、
算
聖
と
称
え
ら
れ
た
。
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
十
月
二
四
日
に
没
し
た
。
翌
六
年
、
「
関
先
生

之
墓
」
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
著
書
に
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
筆
算
代
数
を
初
め
て
使
っ
た
『
発
微
算
法
』

と
、
死
後
、
そ
の
弟
子
が
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
出
版
し
た
『
括
要
算
法
』
な
ど
が
あ
る
。 

 

彼
は
、
円
周
率
の
正
確
な
算
定
、
微
分
・
積
分
、
多
変
数
連
立
方
程
式
の
解
法
、 

行
列
式
な
ど
、
同
時
代
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
肩
を
並
べ
る
業
績
を 

 
 

 
 

 
 

残
し
た
偉
大
な
数
学
者
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
よ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

算木：和算で使う計算用具。長さ約 4ｃｍ 

で、約 0.5センチ角の木製の棒。赤は正の

数、黒は負の数を表す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://f.hatena.ne.jp/kuz-akichi/20080826160210
http://f.hatena.ne.jp/kuz-akichi/20080826160210

