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妙 寿 寺 の 心 の テ ラ ス に 集 う
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檀信徒の皆さまをはじめ、妙壽寺にご縁のある皆さまに
広くお読みいただければ幸いです。

当山先々代三吉日照上人の提唱による
当山スローガンです
揮毫＝大本山本興寺御閑士大平日晋上人

本覺山　妙壽寺　〈法華宗（本門流）〉 

〒157－0061　東京都世田谷区北烏山 5－15－1
電話 03－3308－1251　FAX.03－3308－7427
ホームページ　http://myojyuji.or.jp平成 28年 9月 1日発行

無
縁
社
会
と
寺
縁
そ
の

23

じ

　
　え 

ん

　
今
年
の
夏
も
猛
暑
日
の
続
く
暑
い
夏
と
な
り
ま
し
た
。

　
7
月
・
8
月
は
東
京
か
ら
始
ま
り
、
全
国
各
地
で
盂
蘭
盆
会
行
事
が
行
わ
れ
、
本
年
、
新
盆
を
迎
え
た
方
々
も
多
く
お
ら
れ
、

初
め
て
の
仏
様
を
お
迎
え
に
な
り
、
故
人
と
ご
自
分
と
共
々
に
仏
道
修
行
を
通
じ
て
成
仏
を
勧
め
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　
あ
る
お
宅
の
新
盆
に
伺
っ
た
と
き
で
す
が
、
施
主
は
若
い
兄
妹
、
そ
こ
に
故
人
で
あ
る
お
母
様
の
お
兄
様
夫
妻
が
み
え
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
兄
妹
は
２
年
前
に
お
父
様
を
亡
く
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
の
御
不
幸
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
伯
父
様
夫
妻
に
色
々

と
ご
相
談
さ
れ
、
心
の
こ
も
っ
た
お
弔
い
が
お
出
来
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
三
十
年
程
前
は
、
下
町
の
お
葬
儀
に
伺
え
ば
、
町
会
・
隣
組
が
総
出
の
お
手
伝
い
が
あ
り
、
町
会
長
さ
ん
の
仕
切
、
婦
人
会
の

煮
炊
き
が
行
わ
れ
、
自
宅
で
の
葬
儀
が
当
た
り
前
で
あ
り
ま
し
た
。
今
、
自
宅
で
の
葬
儀
は
稀
な
こ
と
と
な
り
、
時
代
は
急
速
に

少
子
高
齢
化
を
受
け
て
葬
儀
の
簡
略
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　
自
覚
す
る
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
若
い
兄
妹
に
と
り
ま
し
て
は
、
伯
父
夫
妻
は
な
ん
と
心
強
く
頼
り
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
昔
は
、
右
を
見
て
も
、
左
を
見
て
も
、
こ
う
い
う
存
在
が
親
戚
近
所
に
大
勢
お
ら
れ
ま
し
た
。
煩
い
事
を
言
う
け
れ
ど
も
、
大

事
な
時
に
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
も
し
て
頂
け
る
、
本
当
に
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
濃
密
な
人
間
関
係
は
、
今

は
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
常
の
ふ
と
し
た
時
に
、
あ
の
人
に
会
い
た
い
、
あ
の
方
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ

る
だ
ろ
う
と
何
時
も
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。
世
代
は
順
送
り
で
、
今
や
自
ら
が
一
歩
先
を
行
っ
て
若
い
方
々
に
言
葉
を
発
し
な

け
れ
ば
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
時
代
に
後
戻
り
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
向
け
て
、
新
し
い
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、

こ
の
何
十
年
か
の
人
間
関
係
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
事
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。　
　
鴉　
鵠

ちりめん作家
丸山ヤス子氏 作品
裏面のインタビュー参照

墓地部から墓地内清掃についてのお願い
◦�お檀家墓地内の樹木を切るときは、事前に墓地管理者（担当：西澤）まで
お知らせください。また、墓地内に設置してある屑籠（管理棟前）の中に
は木や苅込のゴミ、草を絶対に入れないで必ずお持ち帰りください。

◦�落葉につきましても、持参した袋に入れて屑籠（管理棟前）横に置いてください。
　ご協力をお願いいたします。

て
ら
に
っ
き

寺
日
記

●
5
月
20
日
　
福
島
・
今
市
お
見
舞
い

　

当
住
上
人
は
、
叔
父
弟
子
に
あ
た
ら
れ
る
福
島
市

立
正
院
矢
吹
泰
英
上
人
を
お
見
舞
い
さ
れ
、
さ
ら
に

日
光
市
今
市
の
瑞
光
寺
高
村
法
顕
上
人
を
訪
問
さ
れ

ま
し
た
。

●
6
月
11
日
　
大
本
山
鷲
山
寺
晋
山
式

　

千
葉
県
茂
原
市
・
大
本
山
鷲
山
寺
で
は
、
新
御
貫
首

佐
藤
日
賢
猊
下
晋
山
式
が
盛
大
に
奉
修
さ
れ
、
祝
賀
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。（
写
真
❶
）

●
6
月
19
日
　
江
岸
寺
第
一
周
忌

　

当
住
久
美
夫
人
の
叔
父
に
あ
た
ら
れ
る
駒
込
富
士

前
・
江
岸
寺
前
住
職
来
馬
達
朗
老
師
（
履
春
達
朗
大

和
尚
）
第
一
周
忌
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

●
6
月
20
日
　
全
日
本
仏
教
青
年
会�

支
援
の
会

　

会
場
：
帝
国
ホ
テ
ル

●
6
月
22
日
　
日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
身
延
理
事
会

　

会
場
：
身
延
山
久
遠
寺

●
6
月
23
日
　
東
京
教
区
宗
務
所
総
会

　

会
場
：
人
形
町
・
宗
務
院

●
6
月
27
日
　
総
代
責
任
役
員
会

　

会
場
：
帝
国
ホ
テ
ル

●
7
月
2
日
　
婦
人
会
森
貞
子
さ
ん
逝
去

　

長
ら
く
婦
人
会
に
在
籍
さ
れ
た
日
本
橋
・
と
き
わ
木

（
和
菓
子
製
造
販
売
）
主
人
森
宗
一
郎
氏
母
堂
森
貞
子
刀

自
（
慈
楽
院
妙
宗
日
貞
大
姉　

享
年
88
歳
）
が
ご
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。

　

同
4
、
5
日
、
当
山
本
堂
に
お
い
て
、
通
夜
、
葬
儀

が
粛
や
か
に
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。（
写
真
❷
）

●
7
月
9
日
　
正
隆
会
講
師
勉
強
会

　

正
隆
会
恒
例
の
興
隆
学
林
教
授
・
平
島
盛
龍
先
生
に

よ
る
特
別
講
義
「
日
蓮
聖
人
の
拝
ま
れ
た
御
本
尊
」
が

講
演
さ
れ
、
そ
の
熱
気
溢
れ
る
講
義
に
聴
衆
一
同
聞
き

入
り
ま
し
た
。

●
7
月
16
日
　
当
山
孟
蘭
盆
会
お
施
餓
鬼
法
要

　

連
日
の
暑
さ
が
少
し
和
ら
い
だ
な
か
、
当
山
孟
蘭
盆
会

お
施
餓
鬼
法
要
が
奉
修
さ
れ
、
新
盆
ご
家
族
80
余
名
は

じ
め
、5
0
0
名
近
い
方
々
に
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
8
月
20
日
　
京
都
本
妙
院
第
二
十
七
回
忌

　

京
都
大
本
山
妙
連
寺
塔
頭
本
妙
院
先
代
尾
崎
恵
隆
上
人

（
本
妙
院
日

上
人
）
第
二
十
七
回
忌
法
要
が
営
ま
れ
ま

し
た
。

9 月 10 日（土）	 講義 ：草木成仏について　　講師 ：渡部憲吾上人
10 月 7 日（金）	 課外活動 ・秋のウォーク（上記参照）
11 月 12 日（土）	 写経会
12 月 10 日（土）三千遍唱題行
	 勉強会 「法華経の略要品」 拝読 -2-

1 月 14 日（土）	 初題目、勉強会 「法華経の略要品」 拝読 -3-

2 月 11 日（土）	 写経会

3 月 11 日（土）	 東日本大震災第七回忌・東京大空襲追悼会

　当山では、毎月第2土曜日午後2時より月例講
正隆会を開催しております。仏教や法華経につい
ての勉強会や写経会、またウォーキング課外活動
を行っています。檀信徒、ご友人どなたでも参加
できます。例会では、毎回1時半より正隆廟墓前
法要を奉修しております。午後 2時開催

当住上人
の
宗務院 diary

妙壽寺 2016-17 秋冬春スケジュール

5 /31▶内局会議　 6 /30▶興隆学林前期閉講式 ・学林宗務院連絡協議会

6 /20-21▶宗門誌編纂委員会　 7 /22▶宗務顧問会

晴明庵▶ 7月23日　快晴の中、十余名
が参集して盂蘭盆会が奉修されました。
本年は安田顕実師（安祥院日實大徳）の
新盆供養が行われました。
8月23日　恒例の伊東海施餓鬼法要が伊
東駅近くの楠山豊治氏宅ご宝前にての唱
題修行、引き続き、はるひら丸に乗船し宗
祖伊豆法難俎岩に向かい、水供養が行わ
れました。
桑港▶ 7月31日　桑港は最高気温28度
の中、30余名のメンバー信徒が参集して
盂蘭盆会法要、その後、鈴木友子総代の
亡夫、1967年 6月19日享年39歳で逝去
された鈴木得三・スティーブ氏（開悟院
智融日徳居士）の五十回忌法要が営まれ

Kugenuma & San Francisco
鵠沼・桑港から

9 月22日 木 祝  秋季彼岸会　中日法要

3 月20日 月 祝  春季彼岸会　中日法要

11 月 3 日 木 祝  御報恩会式（御会式）

1 月 1 日 日 祝  元旦国祷会

2 月 3 日 金  節分会

三五 　本年も11月3日のお会式法要にあたり
「七五三」の祈願法要が行われます。
　檀信徒の皆様には、お子様、お孫様、
ご親類のお子様等にお話いただき、ご祈
願とご先祖様にご報告いただきますよう
ご案内いたします。（詳細は、別紙参照）

募集七

12月23日 金 祝  御焚き上げ法要

一
之
輔
落
語
×
竹
灯
籠
能
「
菊
慈
童
」 ました。法要後、階下でポトラックランチョ

ン（持ち寄りの昼食）が行われました。
　前日には104歳で逝去された足立日出子
刀自（智覚院妙壽日琴大姉）の葬儀がアシュ
レー・マクラミ葬祭場にて営まれました。
　また、新盆の黒木スギエさん、フラン
ク池永さんの供養が行われました。

今
、
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
新
進
気
鋭
の
噺
家
、
春
風
亭
一
之
輔
師
匠
の
独
特
の
語
り
口

を
聴
い
た
あ
と
、
竹
灯
籠
と
菊
の
花
に
囲
ま
れ
た
能
舞
台
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

第一部　一之輔独演会　春風亭一之輔
　　　　開演 14：00（開場 13：30）

第二部　竹灯籠能「菊慈童」　浅見慈一
 その他出演者：馬野 正基　小早川 修
 小早川 泰輝 他
　　　　開演 16：00（開場 15：30）

あ
ら
す
じ：魏
の
文
帝
に
仕
え
る
臣
下
が
、
主
君
よ
り
『
レ

ツ
縣
山
の
山
奥
へ
薬
水
の
源
を
探
れ
…
』
と
勅
命
を
受
け

て
探
索
に
赴
く
。
人
通
わ
ぬ
深
山
の
果
て
、
そ
こ
は
菊
が

咲
き
誇
る
仙
家
の
秘
境
で
あ
っ
た
。
菊
の
花
に
囲
ま
れ
た

庵
が
一
つ
。
庵
に
は
永
遠
の
命
を
得
て
、
世
を
楽
し
む
わ

け
で
も
な
く
、
ま
た
夢
を
抱
く
事
も
な
い
ま
ま
、
終
わ
ら

ぬ
生
命
の
憂
い
に
身
を
任
せ
て
、
美
し
い
少
年
姿
の
慈
童

が
い
た
。

　
慈
童
は
周
の
穆ぼ

く
お
う王
に
仕
え
寵
愛
を
受
け
て
い
た
が
、
誤
っ

て
帝
の
枕
を
ま
た
ぎ
、
そ
の
咎
め
に
よ
り
山
奥
へ
流
刑
と

な
っ
た
。
だ
が
、
流
刑
を
憐
れ
ん
だ
帝
が
枕
に
法
華
経
を
書

い
て
慈
童
に
与
え
、
そ
の
経
文
を
菊
の
葉
に
写
す
と
葉
に
置

く
露
が
不
老
不
死
の
薬
水
と
な
り
、
慈
童
は
七
百
年
の
歳
月

に
渡
り
永
遠
の
若
さ
を
保
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
菊
の
香
り
に
満
た
さ
れ
た
仙
境
の
中
で
、
慈
童
は
勅
使
達

へ
菊
水
を
与
え
施
し
、
飲
め
ど
も
尽
き
る
こ
と
な
い
薬
の
水

と
、
文
帝
の
治
世
に
千
年
の
祝
賀
を
讃
え
な
が
ら
、
菊
の
花

に
被
わ
れ
た
仙
家
の
中
に
姿
を
消
し
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

　
観
世
流
・
能
『
菊
慈
童
』
は
、
華
や
か
な
菊
で
飾
ら
れ

た
庵
を
背
景
に
し
て
『
楽
』
の
舞
事
、
仕
方
で
見
せ
る
舞

が
見
せ
ど
こ
ろ
、
謡
が
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
。
明
る
く

軽
快
な
祝
言
性
に
溢
れ
た
一
曲
で
あ
る
。

当山猿江別院本堂
内
な い じ ん は っ か く く う で ん

陣八角宮殿造営進捗中
　年内竣工をめざす猿江別院建設において、1階本堂内陣
に安置される八角宮殿（はっかくくうでん）が滋賀県彦根
市・㈱西澤工務店による製作で進められております。

　8月 4日には、監修の三浦清史先生（こうだ建築設計事
務所）が現地に赴き、打ち合わせ・視察をされました。

❶

❷

露盤格狭間に彫刻する寄進者稲生家
の家紋

地長押を千切（ちぎり）で固定する
ディテール

西澤工務店が得意とする組物と二軒
の棰（たるき）のデザイン

完成間近の宮殿

正隆会・秋のウォーク
キューピーマヨネーズ  仙川工場見学
＆ 落語と仏事問答

10月7日 金
詳細は別紙案内

予告

◎入場料（全席自由）
　一部・二部通し券	 一般 6500円	 学生 4000円
　一部のみ	 一般、学生共に	2000円
　二部のみ	 一般 5000円	 学生 2000円
◎チケットお申込み
　電 話 予 約	 カンフェティチケットセンター
	 ９月６日からの取扱いです
	 TEL：0120-240-540（平日10時〜18時）
　当山でもチケットをご用意しております。
◎お問い合わせ…代々木果迢会
　　　　　　　TEL：03-3370-2757（平日10時〜18時）

平成 28 年 11 月 19 日（土）於　妙壽寺本堂

平成33年は
宗祖御聖誕

800年800年



ら
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
も
そ

も
布
地
に
は
染
め
と
織
り
が
あ
る
の
で
す
か
。

丸
山　

は
い
。
ち
り
め
ん
は
織
物
で
す
。

住
職　

先
生
が
ご
注
目
さ
れ
た
ち
り
め
ん
と
い
う
も

の
は
、
現
代
と
昔
と
で
は
大
分
違
い
ま
す
か
。

丸
山　

違
い
ま
す
。

住
職　

蚕
を
飼
う
た
め
ク
ワ
（
桑
）
を
栽
培
し
て
繭

を
生
産
し
、
生
糸
（
絹
）
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
す

が
、
繭
の
育
つ
環
境
、
成
長
な
ど
が
違
う
中
で
、
繭

も
小
さ
く
弱
い
、
だ
か
ら
切
れ
や
す
い
、
そ
う
い
う

自
然
の
中
で
で
き
た
糸
で
、
職
人
に
よ
っ
て
染
色
さ

れ
た
の
が
古
布
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
後
、
日

本
の
近
代
産
業
の
先
駆
け
と
し
て
、
養
蚕
業
が
盛
ん

に
な
り
工
場
で
大
量
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

先
生
は
、
工
場
生
産
に
な
る
前
に
創
ら
れ
た
古
布

に
注
目
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

丸
山　

そ
う
で
す
。
蚕
農
家
は
、
自
分
た
ち
の
住
ま

い
の
２
階
で
蚕
を
育
て
て
い
て
、
一
緒
に
生
活
し
て

い
ま
し
た
。

住
職　

お
蚕
様
と
い
っ
て
。

丸
山　

そ
う
で
す
。
虫
に
「
様
」
と
つ
く
の
は
す
ご

い
こ
と
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。
普
通
、
虫
は
虫
な
の

に
、
繭
は
「
繭
様
」
で
は
な
く
「
お
蚕
様
」。
こ
れ

は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
衣
食
住
の
中
で

「
衣
」
が
一
番
初
め
に
来
て
、「
食
」「
住
」
と
続
く
。

食
は
と
に
か
く
、
住
ま
い
は
、
そ
れ
こ
そ
ど
こ
で
も

寝
ら
れ
る
と
。
昔
は
衣
一
つ
で
、
身
分
や
職
業
が
見

分
け
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
日
本
は
も
と
よ

り
、
中
国
や
韓
国
の
時
代
劇
を
見
て
い
る
と
、
王
様

に
し
て
も
、
お
妃
に
し
て
も
、
衣
で
決
ま
り
ま
す
ね
。

住
職　

卑
近
な
話
で
す
が
、
僧
侶
に
も
「
僧
階
」
と

い
う
階
級
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
も
要
す
る
に
衣
の

色
な
の
で
す
。

丸
山　

や
は
り
そ
う
で
す
か
。

住
職　

そ
れ
か
ら
、
私
は
相
撲
が
好
き
で
久
し
ぶ
り

に
今
年
１
月
の
本
場
所
、
両
国
へ
行
き
ま
し
た
が
、

行
司
さ
ん
の
服
装
は
、
力
士
の
番
付
で
段
階
に
行
司

さ
ん
が
変
わ
り
、
半
ズ
ボ
ン
の
よ
う
な
装
束
か
ら
だ

ん
だ
ん
よ
く
な
っ
て
、
立
行
司
は
立
派
な
装
束
に
な

り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に

身
分
と
か
階
級
が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
、
浮
世
絵
も

髪
形
や
着
物
で
わ
か
り
ま
す
ね
。

丸
山　

江
戸
時
代
あ
た
り
の
着
物
と
い
う
の
は
生
地

が
非
常
に
薄
い
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
糸
が
か
な

り
細
く
、
撚
り
（
よ
り
）
を
細
く
し
て
あ
る
。
そ
れ

で
、
繭
も
現
代
の
よ
う
に
大
き
く
な
く
、
小
さ
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
い
か
に
薄
く
１
枚
の
布
を
織
っ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

住
職　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
中
国
の
織
物
芸
術

で
本
当
に
良
い
も
の
と
い
う
の
は
、
実
は
そ
の
織
り

手
が
十
二
、三
歳
ぐ
ら
い
の
少
女
だ
そ
う
で
す
。
そ

れ
は
指
が
小
さ
い
た
め
繊
細
に
織
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

丸
山　

こ
の
薄
い
ち
り
め
ん
と
い
う
の
は
、
現
代
で

も
そ
ん
な
に
も
う
つ
く
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
京
都
の

学
校
に
通
学
し
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
う
の
は
、

ち
り
め
ん
を
扱
っ
て
い
る
問
屋
の
お
嬢
さ
ん
が
学
友

で
あ
っ
た
こ
と
。
今
で
も
取
引
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
京
都
へ
行
か
な
か
っ
た
ら
そ
の
問
屋
さ
ん
と
の

お
つ
き
合
い
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
東
京
で
買
う

と
な
っ
た
ら
、
地
方
か
ら
集
め
て
き
た
も
の
は
、
な

か
な
か
こ
れ
だ
と
い
う
も
の
が
な
い
で
す
ね
。

　

美
し
く
蘇
る
か
ら「
美び

サ
イ
ク
ル
」

住
職　

本
来
の
古
布
に
先
生
が
注
目
さ
れ
て
、
そ
れ

を
材
料
と
し
た
て
創
ら
れ
た
作
品
は
、
人
間
か
ら
動

物
、
あ
る
い
は
昆
虫
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
着
想
で
創
ら
れ
る
の
で
す
か
。

丸
山　

結
局
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
古
く
は
江
戸

時
代
の
布
を
見
た
と
き
に
、
こ
れ
は
も
う
日
本
の
文

化
遺
産
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
文
化
遺
産
を
こ
の

ま
ま
箪
笥
に
眠
ら
せ
た
ま
ま
と
か
、
間
違
え
て
ゴ
ミ

に
出
さ
れ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
何
と
か
こ
れ
を
美
し
く
蘇

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
な
と
。
今
「
リ
サ
イ
ク

ル
」
と
い
う
言
葉
が
は
や
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
美

し
く
蘇
る
「
美
サ
イ
ク
ル
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
人
の
ま
ね
を
す

る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
形
を
創
っ
て
、

こ
の
一
枚
の
平
た
い
布
を
何
と
か
立
体
化
す
れ
ば

も
っ
と
見
方
が
違
う
の
で
は
と
。
布
だ
け
で
見
る
と
、

見
本
帳
み
た
い
に
め
く
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

住
職　

古
い
も
の
を
古
い
形
で
古
い
ま
ま
に
つ
く
る

と
い
う
の
は
古
典
で
す
ね
。

丸
山　

そ
う
で
す
ね
。

住
職　

け
れ
ど
古
典
で
は
な
く
て
、
現
代
に
生
活
し

て
い
る
我
々
が
、
古
い
も
の
を
蘇
ら
せ
、
目
を
と
め

さ
せ
る
も
の
を
創
る
と
い
う
発
想
は
、
先
生
の
人
生

観
と
か
思
い
の
中
か
ら
で
す
か
。

丸
山　

は
い
。
私
に
は
、
師
匠
に
あ
た
る
人
は
い

な
い
の
で
誰
か
に
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の

で
、
今
度
は
ど
ん
な
も
の
を
創
ろ
う
か
な
、
と
一
人

で
考
え
て
き
ま
し
た
。
今
は
干
支
シ
リ
ー
ズ
に
と
り

か
か
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
巳
年
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ

ロ
チ
の
神
話
の
世
界
で
は
頭か

し
らが

八
つ
、
姫
を
七
人
呑

み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
実

際
に
見
た
人
も
い
な
い
し
、
絵
に
描
い
た
人
も
い
な

い
。
で
は
、
最
後
は
ど
の
よ
う
に
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
に
や
ら
れ
、
死
ん
で
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
鮮
や

か
に
作
品
に
表
わ
す
に
は
、
わ
ら
ぼ
っ
ち
（
稲
藁
で

編
み
上
げ
た
も
の
）
の
中
に
潜
り
込
ん
で
、
火
を
つ

け
、
苦
し
紛
れ
に
蛇
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
お
腹
に

飲
み
込
ん
だ
姫
た
ち
は
消
化
さ
れ
て
い
な
く
な
っ
て

い
る
ん
で
す
が
、
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
の
場
合
は
、
オ

オ
カ
ミ
の
お
腹
か
ら
ひ
ょ
っ
と
出
て
き
た
か
ら
、
や

は
り
姫
た
ち
も
上
の
ほ
う
に
上
げ
て
お
い
た
ほ
う
が

い
い
か
な
と
か
、
そ
う
い
う
発
想
で
す
ね
。
そ
う
だ
、

こ
れ
で
い
こ
う
と
、
夜
中
に
思
い
つ
い
た
ら
…
。

住
職　

描
き
と
め
て
お
か
れ
る
。

丸
山　

え
え
、
絵
を
描
い
て
お
き
ま
す
。
例
え

ば
、
辰
年
の
辰
を
創
る
時
、
私
は
画
家
で
は
な
い
か

ら
、
何
と
か
ち
り
め
ん
の
古
布
を
使
っ
て
辰
の
動
き

を
見
せ
た
い
と
思
い
、
雲
海
に
雲
を
浮
か
べ
て
、
こ

の
雲
と
雲
海
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
た
ら
い
い
の
か

し
ら
と
。
千
住
先
生
の
絵
を
参
考
に
し
て
、ス
プ
レ
ー

で
雲
の
動
き
を
出
し
て
み
ま
し
た
。
白
龍
と
青
龍
と
、

八
本
の
手
の
あ
る
八
臀
弁
財
天
の
財
宝
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
認
め

ら
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
協
会
か
ら
ト
リ
コ
ロ
ー

ル
勲
章
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

住
職　

古
布
を
細
工
物
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で

先
生
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
作
品
が
生
み
出

さ
れ
て
い
く
の
は
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。
先
生

の
御
略
歴
を
拝
見
し
ま
す
と
、
2
0
0
9
年
以
降
、

こ
の
6
、
7
年
は
特
に
海
外
で
の
評
価
が
高
い
で
す

ね
。
日
本
の
織
物
を
使
っ
て
の
先
生
の
芸
術
に
対
す

る
評
価
と
い
う
の
は
、
大
変
な
も
の
だ
と
実
感
し
て

い
ま
す
。
海
外
と
の
交
流
や
活
動
、
あ
る
い
は
、
美

術
館
と
の
接
点
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
で
す
か
。

丸
山　

ど
こ
で
知
っ
て
私
に
連
絡
し
て
く
る
の
か
し

ら
ね
。
例
え
ば
パ
リ
の
ワ
イ
ン
倉
庫
街
だ
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
ベ
ル
シ
ー
美
術
館
の
館
長
か
ら
作
品
を
ワ

イ
ン
ラ
ベ
ル
に
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。

住
職　

ワ
イ
ン
ラ
ベ
ル
に
作
品
の
写
真
を
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

丸
山　

そ
う
で
す
。
私
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
こ

れ
か
ら
少
し
版
画
を
勉
強
し
て
み
た
い
と
。
自
分
の

作
品
は
１
点
限
り
で
す
。
浮
世
絵
だ
っ
て
原
画
１
点

だ
け
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
だ
け
普
及
し
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
版
木
を
使
っ
て
版
画
に
し
て
刷
る
こ
と
に

よ
っ
て
大
量
の
作
品
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
よ
し
、

こ
れ
か
ら
は
も
う
版
画
だ
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
の

作
品
を
全
部
版
画
に
し
て
み
よ
う
と
。
や
は
り
こ
れ

も
、
何
か
感
性
を
磨
き
た
い
と
い
う
思
い
で
す
ね
。

住
職　

あ
あ
、
す
ご
い
な
。

丸
山　

入
院
中
の
昏
睡
状
態
の
な
か
、
命
を
助
け
て

も
ら
っ
た
の
は
ペ
ン
ギ
ン（
JR
の
S
u
i
c
a
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
）
な
ん
で
す
。
JR
の
車
内
電
光
掲
示
板
に

映
る
ペ
ン
ギ
ン
は
プ
レ
ス
リ
ー
の
ま
ね
を
し
て
ギ

タ
ー
を
鳴
ら
す
姿
が
か
わ
い
く
て
。
ペ
ン
ギ
ン
に
惹

か
れ
て
、
そ
れ
を
見
た
さ
に
中
央
線
を
何
度
か
往
復

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

私
が
40
日
間
、
あ
の
世
へ
行
っ
て
い
る
と
き
に
、

そ
の
ペ
ン
ギ
ン
が
消
灯
に
な
る
と
現
れ
る
ん
で
す
。

そ
し
て
ベ
ッ
ド
の
傍
で
「
ど
う
し
た
の
？　

大
丈

夫
?
」「
喉
が
乾
い
た
の
?　

お
水
飲
み
た
い
の
?
」 

と
、
話
し
か
け
る
の
で
す
。
私
が
う
な
ず
く
と
、
看

護
師
を
呼
ん
で
く
る
ね
と
言
っ
て
、
連
れ
て
く
る
。

も
う
毎
日
ペ
ン
ギ
ン
が
一
生
懸
命
世
話
を
や
い
て
く

れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
ペ
ン
ギ
ン
が
ま
す
ま

す
大
好
き
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
。

　

結
局
、
ほ
か
の
大
学
で
は
、
例
え
ば
染
色
な
り
陶

芸
な
り
を
専
攻
す
る
と
、
ほ
か
の
工
芸
が
で
き
な
い

で
す
。
私
は
も
の
づ
く
り
が
好
き
で
す
が
、
ほ
か
の

も
の
は
つ
く
ら
せ
て
く
れ
な
い
。
武
蔵
美
、
多
摩
美
、

女
子
美
は
私
の
望
む
染
色
コ
ー
ス
が
な
か
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
で
京
都
造
形
大
学
で
学
び
ま
し
た
。
今
は

武
蔵
美
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
や
り
た
い

こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
金
工
、
木
工
、
版
画
、
そ
れ
こ

そ
陶
磁
器
で
も
工
芸
で
も
何
で
も
履
修
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
き
っ
と
感
性
を
磨
い
て
く
れ
る
ね
と
思
い
ま

し
て
、
今
こ
う
し
て
、
自
分
の
作
品
を
版
画
に
彫
っ

て
い
ま
す
。
や
は
り
感
性
と
い
う
の
は
、
塾
と
か
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
は
磨
け
な
い
で
す
ね
。
武
蔵

美
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
で
す
。

住
職　

ど
う
も
日
本
の
場
合
に
は
、
い
い
面
と
悪
い

面
で
専
門
化
し
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
海

外
の
大
学
の
よ
う
に
、
と
り
あ
え
ず
教
養
で
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
み
て
、
そ
の
中
か
ら
自
分
が
い

い
も
の
を
選
び
な
さ
い
と
い
う
の
と
は
、
ち
ょ
っ
と

違
い
ま
す
ね
。

丸
山　

違
い
ま
す
ね
。

住
職　

海
外
の
ほ
う
が
間
口
は
広
い
で
す
ね
。

　

で
も
、
さ
き
ほ
ど
の
ペ
ン
ギ
ン
の
話
は
大
変
感
動

し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
啓
示
は
西
洋
の
宗
教
に
限
ら

ず
、
日
本
の
神
々
や
仏
様
は
、
動
物
と
の
出
会
い
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
妙
壽
寺
の
本
堂
階
下

の
彫
刻
に
は
文
殊
菩
薩
が
獅
子
に
乗
っ
て
い
ま
す
が
、

文
殊
菩
薩
と
獅
子
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
す
。
ち
な

み
に
普
賢
菩
薩
は
象
で
す
ね
。

　

昨
今
、
日
本
文
化
の
継
承
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
１
つ
の
例
と
し
て
、
一
昨
年
の
伊

勢
神
宮
さ
ん
の
式
年
遷
宮
（
し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う
・

20
年
ご
と
に
ご
神
体
を
う
つ
す
）
で
す
。
社
殿
、
装

束
や
神
具
調
度
品
も
す
べ
て
新
し
く
入
れ
替
え
ら
れ

ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
人
間
国
宝
級
の
宮
大
工

や
、
職
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
そ

の
材
料
や
作
り
手
の
職
人
が
だ
ん
だ
ん
日
本
か
ら
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
そ
う
で
す
。
式
年
遷
宮
と
い
う
一

つ
の
行
事
が
成
り
立
た
た
な
く
な
る
と
い
う
危
機
感

が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
残
っ
て
き
た
古

布
に
ま
た
新
た
な
命
を
吹
き
込
も
う
と
活
動
さ
れ
て

い
る
先
生
は
、
私
は
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。

丸
山　

私
、
本
当
は
「
古
布
」
と
い
う
言
葉
を
使
い

た
く
な
い
で
す
。「
時
代
裂
（
ぎ
れ
）」
と
で
も
、
時

代
を
生
き
抜
い
て
き
た
裂
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
本
当

は
思
い
た
い
で
す
ね
。

　

檀
家
と
し
て
望
む
こ
と

住
職　

３
０
０
年
ほ
ど
前
の
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
日
本
の
着
物
の
材
料
と
し
て
作
っ
た
の
が

ち
り
め
ん
細
工
で
す
が
、
そ
の
作
品
を
通
し
て
日
本

文
化
の
伝
承
と
普
及
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
先
生
に
敬

意
を
表
し
ま
す
。

　

ま
た
、
妙
壽
寺
の
お
檀
家
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
い

ろ
い
ろ
と
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最

後
に
、
新
し
い
お
檀
家
と
し
て
妙
壽
寺
に
求
め
る
こ

と
、
要
望
が
あ
り
ま
し
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

丸
山　

一
つ
だ
け
あ
り
ま
す
。
妙
壽
寺
さ
ん
は
多
く

の
お
檀
家
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
お
参
り

に
行
っ
た
と
き
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
墓
石
が
い
つ
も

き
れ
い
だ
っ
た
ら
い
い
な
と
…
。
希
望
の
方
に
は
墓

石
管
理
を
お
受
け
し
ま
す
、
こ
う
い
う
通
知
を
お
便

り
の
中
に
一
つ
入
れ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
喜
ぶ
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
何
だ
っ
て
今
、
お
参
り
だ
っ
て
頼

む
時
代
で
し
ょ
う
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
お
墓
参
り
の
代
参
の
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

い
ろ
い
ろ
な
す
ば
ら
し
い
お
話
を
伺
い
、
先
生
の

ち
り
め
ん
細
工
に
対
す
る
情
熱
と
い
う
の
を
非
常
に

感
じ
ま
し
た
。
多
く
の
教
え
子
さ
ん
た
ち
が
、
先
生

の
精
神
を
受
け
継
い
で
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も

承
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
今
後
も
ま
す
ま
す
ご
活

躍
を
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

丸
山　

頑
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

住
職　

本
日
は
お
忙
し
い
中
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　

妙
壽
寺
と
の
ご
縁

住
職　

今
日
は
先
生
の
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
く

の
を
大
変
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
最

初
に
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
が
、「
時
代
を
生
き

抜
い
て
き
た
古
布
を
美
し
く
蘇
ら
せ
た
い
と
ち
り
め

ん
細
工
物
を
創
り
は
じ
め
ま
し
た
」
と
い
う
、
先
生

の
い
わ
ば
テ
ー
マ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
、

「
あ
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
、
私
な
り
に

ぼ
ん
や
り
と
わ
か
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
前
号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
早
苗
ご
総
代

は
歴
史
の
長
い
お
檀
家
で
し
た
が
、
先
生
と
の
ご
縁

は
、
実
は
５
年
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
そ
の
ご
入
檀
さ
れ

た
経
緯
な
ど
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
妙
壽
寺
に
お
越
し
に
な
ら
れ
た
時
の
印

象
は
い
か
が
で
し
た
か
。

丸
山　

そ
れ
は
も
う
神
宮
外
苑
の
中
に
で
も
入
っ
た

よ
う
に
吸
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
寺
町

通
り
の
お
寺
の
新
聞
の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
見
て
、

初
め
に
事
務
所
の
手
伝
い
の
者
と
そ
の
お
寺
を
見
学

し
て
、
す
ぐ
に
こ
こ
に
決
め
よ
う
と
言
っ
た
の
で
す

が
、
も
う
一
軒
見
よ
う
と
言
わ
れ
、
２
ヶ
寺
、
3
ヶ

寺
と
見
学
し
て
、
最
後
に
妙
壽
寺
さ
ん
を
見
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
と
き
、「
い
や
ー
、
す
て
き
」
と
。
連

れ
の
者
が
戻
っ
て
か
ら
決
め
た
方
が
と
い
う
こ
と
で

そ
の
ま
ま
帰
り
ま
し
た
。
妙
壽
寺
さ
ん
の
雰
囲
気
は

最
高
だ
わ
と
。

　

ゆ
く
ゆ
く
私
が
家
族
で
一
番
早
く
お
世
話
に
な
る

か
ら
、
そ
こ
だ
っ
た
ら
あ
の
世
に
行
っ
て
も
安
ら
か

に
眠
れ
そ
う
だ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

住
職　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
丸
山
家
は
埼
玉

県
ご
出
身
と
伺
い
ま
し
た
が
。

丸
山　

埼
玉
の
ほ
う
に
祖
父
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

住
職　

そ
こ
か
ら
お
墓
を
移
転
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
前
の
お
寺
さ
ん
に
は
、
今
も
ご
挨
拶
に
行

か
れ
る
と
の
こ
と
で
す
ね
。

丸
山　

え
え
。
時
々
お
手
紙
と
か
電
話
で
連
絡
は
あ

り
ま
す
。
家
族
ぐ
る
み
の
お
付
き
合
い
も
あ
り
、
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
祖
父
は
、
長
野
か
ら
上

京
し
て
か
ら
川
越
に
住
ん
で
い
ま
し
て
、
後
に
病
床

の
祖
父
が
「
俺
が
死
ん
だ
ら
何
と
か
蓮
光
寺
さ
ん
に

入
れ
て
も
ら
い
た
い
」
と
。
そ
れ
で
私
の
主
人
が
、

蓮
光
寺
に
お
墓
を
お
借
り
し
た
こ
と
を
伝
え
た
ら
、

翌
日
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

魅
せ
ら
れ
た
古
布
と
の
出
合
い

住
職　

そ
う
い
う
ご
縁
の
上
で
ご
入
檀
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
後
、
先
生
の
作
品
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た

り
、
私
の
家
内
が
先
生
に
古
布
の
こ
と
で
い
ろ
い
ろ

教
え
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
中
で
、
先
生
の
活
動
を

少
し
ず
つ
私
も
知
る
に
至
り
ま
し
た
。
先
生
ご
自
身

は
ど
ち
ら
の
ご
出
身
で
す
か
。

丸
山　

福
島
県
い
わ
き
市
で
す
。

住
職　

い
わ
き
市
は
、
当
山
の
お
檀
家
さ
ん
の
旅
行

会
な
ど
で
何
度
か
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
先
生
が

古
布
を
扱
う
よ
う
に
な
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
…
。

丸
山　

と
に
か
く
布
が
好
き
で
、
特
に
古
布
が
好
き

で
し
た
。
好
き
に
な
っ
た
出
合
い
と
い
う
の
は
、
戦

時
中
、私
と
弟
が
母
の
実
家
の
上
遠
野
（
か
と
お
の
・

い
わ
き
市
）
に
疎
開
し
た
と
き
に
、
あ
ま
り
に
も
弟

が
泣
き
虫
で
う
る
さ
い
も
の
だ
か
ら
、
面
倒
が
見
ら

れ
な
く
て
、
私
一
人
の
疎
開
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
夜
に
な
る
と
母
が
迎
え
に
来
る
と
思
い
、
毎
日

外
に
出
て
母
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
に
な
っ
て

も
私
が
家
に
入
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
ひ
い
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
私
に
着
物
の
端
切
れ
で
袋
を
つ
く
っ
て
、

中
に
煎
り
豆
を
入
れ
て
く
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
袋

を
い
つ
も
大
事
に
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
ち
り

め
ん
細
工
を
創
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

住
職　

そ
れ
で
上
京
さ
れ
て
か
ら
、
武
蔵
美
（
武
蔵

野
美
術
大
学
）
に
入
学
さ
れ
た
の
で
す
か
。

丸
山　

い
い
え
、
今
、
武
蔵
美
の
４
年
生
で
す
。
そ

の
前
に
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
学
び
、
そ
れ
か
ら
武

蔵
美
に
入
り
ま
し
た
。
今
か
ら
４
年
前
に
く
も
膜
下

出
血
で
倒
れ
、
40
日
ぐ
ら
い
あ
の
世
に
行
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
で
昏
睡
か
ら
目
が
覚
め
て
、
あ
あ
、
も

う
こ
れ
は
、
川
越
の
蓮
光
寺
さ
ん
は
遠
い
の
で
年
に

何
回
も
行
け
な
い
、
や
は
り
近
く
に
お
寺
を
移
さ
な

く
て
は
と
思
い
、
お
墓
を
探
し
は
じ
め
た
の
で
す
。

住
職　

ご
幼
少
の
頃
に
古
布
と
の
出
合
い
が
あ
っ
て
、

作
品
を
創
り
出
し
た
の
は
20
代
、
そ
れ
と
も
30
代
の

頃
で
す
か
。

丸
山　

20
代
で
、
気
が
つ
い
た
ら
創
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
お
蚕
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
わ
け
は

住
職　

先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
に
あ
た
っ
て
、

私
は
古
布
な
ど
に
全
く
素
人
な
の
で
す
が
、
家
内
か
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