
　760 年前の 1260 年（文応元年）、日蓮聖人は時の鎌倉幕府、
執権北条時頼に対し「立正安国論」を諫

かんげん

言しました。正法
である妙法蓮華経（法華経）を信じずに邪法（法華経以外）
を信じることが続くと国内では内乱が起こり、外国からは
侵略を受けて滅びると唱え、邪宗への布施を止め正法であ
る法華経を中心（立正）とすれば国家も国民の安泰となる（安
国）と説きました。
　日蓮聖人の宗教の特徴は、「あの世」にあるのではなく、

「この世」にあるのであり、個人の内面を追求してゆく宗教
本来の在り方と同時に、その宗教のもつ理念を社会に向け
て絶えずはたらきかけてゆくという点にあります。
　現在においても蔓延する新型コロナウイルスは、人間の
行為がウイルスの変異を発生させ世界的な大流行を起こし
ていると言えなくもありません。日本では緊急事態宣言が
出されたにも関わらず、一部の方々は外出自粛に異を唱え
て、自分勝手な行動に出ていることを皆さんも目にされて
いることでしょう。今は「利他」、他者のことをおもんばかっ
て少しでもウイルスの拡散を防ぐ行動をとることが必要で
はないでしょうか。
　日蓮聖人はその自らの命を惜しまず、民のため、将来の
私たちのためにお題目「南無妙法蓮華経」を残してくださ
いました。お釈迦さまがお唱えして日蓮聖人、そして我々
がお唱えするお題目はいつの日か、皆が仏さまになる仏種
です。日蓮聖人の生き方を真似することは私達にはとても
出来そうもありません。しかしご家庭で祖父母、父母、子
供や孫たちとこの経験したことのないパンデミック（爆弾
のない戦争状態だと言えるかと思います）について自分た
ちが他者に対して何ができるのか、何をしなければならな
いのか考えてみませんか。

 

「
悲
し
め
る
幸
せ
」
と
い
う
言
葉
は
、
妻
み
あ
き
が
旅
立
ち
一
か
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
ご
法
事

で
妙
壽
寺
に
お
越
し
に
な
ら
れ
た
、
植
田
多
恵
子
様
（
故
植
田
新
太
郎
妙
壽
寺
ご
総
代
の
奥
様
）
が
お
悔
や

み
の
お
手
紙
を
下
さ
り
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

 

「
亡
く
し
て
こ
ん
な
に
も
続
く
哀
し
み
、
悲
し
く
想
う
気
持
ち
を
持
つ
程
、
素
敵
な
人
と
出
会
い
永
い
間
、

同
じ
時
を
重
ね
て
来
ら
れ
た
の
は
、
幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
ま
し
た
。

妻
を
亡
く
し
て
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
瞬
間
で
す
。

　

令
和
元
年
12
月
21
日
午
後
８
時
２
分
、
妻
は
集
中
治
療
室
で
三
日
間
黄
泉
の
世
界
を
さ
ま
よ
っ
た
挙
句
、

静
か
に
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。
実
の
姉
、
姪
っ
子
二
人
と
私
で
最
期
を
看
取
り
ま
し
た
。
そ
の
三
日
間
は

知
り
合
っ
て
37
年
、
結
婚
し
て
33
年
の
中
で
も
一
番
長
く
一
緒
に
過
ご
せ
た
72
時
間
で
し
た
。
亡
く
な
る
数

時
間
前
に
手
首
が
ピ
ク
リ
、
涙
が
一
筋
す
ー
っ
と
姪
っ
子
が
見
逃
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
意
識
の
な
い
中
で
最

後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
私
た
ち
に
何
か
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

早
期
退
職
し
た
の
は
一
年
半
前
、
二
人
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
し
た
時
間
は
、
大
切
な
想
い
出
で
あ
る
と
共
に

こ
の
日
が
来
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

何
年
か
前
に
「
お
墓
に
大
事
な
人
は
い
な
い
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
僧
侶
で
あ
り
ま
す
の
で
、

お
寺
の
法
務
で
お
寺
へ
毎
週
参
り
ま
す
が
、
や
は
り
妻
は
そ
こ
に
も
い
る
と
思
え
ま
す
。
自
分
の
心
の
中
に

も
も
ち
ろ
ん
一
緒
に
居
り
ま
す
が
、
妻
の
両
親
と
と
も
に
眠
る
妻
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
こ
に
眠

る
の
は
ご
遺
骨
で
す
が
確
か
な
妻
の
証
で
す
。

　

短
気
な
私
に
妻
は
「
お
坊
さ
ん
は
怒
っ
て
は
ダ
メ
で
す
よ
」
と
た
し
な
め
て
く
れ
た
こ
と
を
、
59
歳
で
旅

立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
想
い
を
、
こ
れ
か
ら
は
お
檀
家
さ
ま
の
悲
し
み
の
時
、
ご
先
祖
を
供
養
す
る
際
に

少
し
で
も
心
か
ら
寄
り
添
え
る
僧
侶
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　

 

（
当
山
ご
住
職
徒
弟　

園
田
顕
敦
）

ステイホームを求められる中、こ
のような時にこそ、皆様にご自宅
で写経をしていただき、心安らか
な祈りの時間をお過ごしください。

＊頒布品
「法華宗　写経法華経要文」
（法華宗教化センター発行）
セット内容：
写経手本各1枚　計3枚
薄墨練習用紙三種各1枚　計3枚、
清書用紙3枚　計3枚、
写経の心得1枚　計1枚、
下敷き1枚、10計
価格　●●円（送料含む）
ご購入は当山までお願いいたします。

悲しめる幸せ

連載「無縁社会と寺縁」は前号をもちまし
て終了しました。今号より当山弟子と職員
による「リレーコラム」をお送りします。

当
住
上
人
宗
門
研
究
誌
に
寄
稿

春
彼
岸
報
告

　

現
下
の
状
況
に
お
き
ま
し
て
も

春
お
彼
岸
に
は
お
中
日
を
中
心
に

2
5
0
余
の
方
々
に
参
拝
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
中
日
法
要
に
ご
参
列

い
た
だ
い
た
方
々
に
は
、
マ
ス
ク
を

配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
華
宗
（
本
門
流
）
教
学
研
究
所
発
行
の
学
術
誌

「
桂
林
学
叢
」
に
当
山
先
々
代
日
照
上
人
所
持
で
あ
っ

た
江
戸
時
代
江
戸
組
寺
の
戒
律
・
規
則
を
定
め
た
「
定
」

つ
い
て
の
論
攷
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
＊
抜
き
刷
り
を
ご
希
望
の
方
は
当
山
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

回 開催日程 竹灯籠能　演目 落語　演目
第 1 回 平成23年 6 月12日 鵜飼（うかい） ／ ／

第 2 回 平成24年10月14日 葵上（あおいのうえ） ／ ／

第 3 回 平成25年10月 5 日 経正（つねまさ） 鮑のし（あわびのし） 竹の水仙（たけのすいせん）

第 4 回 平成26年11月29日 半蔀（はじとみ） 時そば（ときそば） 妾馬（めかうま）

第 5 回 平成27年10月24日 猩々乱（しょうじょうみだれ） 鮑のし（あわびのし） 笠碁（かさご）

第 6 回 平成28年11月19日 菊慈童（きくじどう） 転失気（てんしき） 尻餅（しりもち）

第 7 回 平成29年 9 月 9 日 鉄輪（かなわ） 　 　

第 8 回 平成30年11月24日 紅葉狩（もみじがり） 鈴ヶ森（すずがもり） 二番煎じ（にばんせんじ）

第 9 回 令和 元 年11月 9 日 羽衣（はごろも） 呑める（のめる） 天災（てんさい）

予告 第 10 回 令和 2 年11月 7 日 石橋（しゃっきょう） 未定 未定

竹灯籠能　10 年のあゆみ

写経のススメ

[

お
断
り]

諸
行
事
中
止
に
よ
り
、「
寺
日
記
」は
お
休
み
い
た
し
ま
す
。

＊記念鼎談は、裏面に掲載しております。
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妙 寿 寺 の 心 の テ ラ ス に 集 う

季刊『寺楽寿』は東京都世田谷区北烏山の法華宗（本門流）
本覺山妙壽寺が発行する寺報です。

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令和２年 6月 1日発行

6 月 13日（土）　勉強会「日蓮紀行」拝読 7

7 月 11日（土）　勉強会「日蓮紀行」拝読 8

8 月　　　　　　　　　　　休講

9 月 12日（土）　勉強会「日蓮紀行」拝読 9

10月 10日（土）　課外活動ウォーク

11月 14日（土）　写経会

12月12日（土）　三千遍唱題会

　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

法要のご案内
（別紙参照）

孟蘭盆法要

秋季彼岸会中日法要

宗祖第七三九遠御忌御会式

今だから日蓮聖人

中山法華経寺蔵、画像 ( レプリカ ) 提供・市立市川歴史博物館

7月16日（木）
午後 2時

9月22日（月・祝）
午前11時　　午後 2時

11月3日（火・祝）

参加費：︎500 円（御写経御手本・半紙・美味しいもの）
＊御写経御手本・半紙・書道具筆ペンはご用意いたしております。

猿江別院御写経会

第15回 6月 5 日(金) 

第16回 8月 7 日(金) 

次の日程で、すべて午後1時より午後7時まで開催。

第17回 10月2日(金)

第18回 12月4日(金) 

No.1リレーコラム 令和 3年は
宗祖御聖誕

800年800年



三
吉　
皆
さ
ん
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
ず
、一
之
輔
師
匠
、一
つ
目
の
演
目
は
「
呑
め
る
」、

二
つ
目
の
お
題
は
何
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

一
之
輔　
二
つ
目
は
「
天
災
」
で
す
。

三
吉　

こ
れ
を
聴
い
て
、
私
、
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、「
心
学
」、
心
の
学
で

す
。
中
学
・
高
校
の
教
科
書
に
は
、
丹
波
聖
人
こ
と

石
田
梅
岩
は
江
戸
時
代
に
商
家
を
中
心
に
し
て
心
の

学
、
倫
理
学
を
広
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ

は
関
西
で
、
そ
の
心
学
を
江
戸
で
広
め
た
の
が
江
戸

後
期
の
心
学
者
、
中
沢
道
二
で
、
お
墓
が
こ
の
お
寺

に
あ
り
ま
す
。

一
之
輔　
そ
れ
は
、
知
ら
な
か
っ
た
で
す
。

三
吉　
妙
壽
寺
の
歴
史
を
紐
解
い
て
、
心
学
を
お
題

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
す
ね
。

一
之
輔　
知
ら
な
い
で
す
。
た
ま
た
ま
で
す
。「
中

沢
道
二
」
と
い
う
落
語
も
あ
り
ま
す
よ
。

三
吉　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
！

一
之
輔　

も
う
、
噺
を
や
る
人
は
い
な
い
で
す
が
、

僕
も
タ
イ
ト
ル
し
か
知
ら
な
い
で
す
け
ど
、「
中
沢

道
二
」
と
い
う
落
語
は
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
。

三
吉　
実
は
数
年
前
ま
で
心
学
参
前
舎
の
方
々
の
お

参
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
、
活
動
は
休
止
状
態

の
よ
う
で
す
。
足
立
区
保
木
間
に
参
前
舎
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
れ
で
よ
く
お
参
り
に
お
命
日
の
と
き
に
見

え
て
い
ま
し
た
。
今
日
、
私
は
そ
の
噺
を
伺
っ
て
、

師
匠
は
お
勉
強
を
さ
れ
て
き
た
の
か
な
と
思
い
つ
つ
、

鳥
肌
が
立
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

一
之
輔　
勉
強
し
て
い
ま
せ
ん
。

三
吉　
（
会
場
に
向
か
っ
て
）
そ
こ
に
皆
さ
ん
お
座

り
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
真
裏
で
す
よ
（
本
堂
西
側

よ
り
す
ぐ
）。
も
う
そ
こ（
西
側
）か
ら
十
メ
ー
タ
ー

ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
が
お
墓
で
す
。
東
京
都
の
史
跡
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
て
い
た
だ
け

る
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
が
。

　
以
前
、
師
匠
を
お
迎
え
し
た
と
き
、
高
座
の
前
に

健
康
診
断
の
お
話
を
し
ま
し
た
。
す
ぐ
そ
れ
が
題
材

に
な
っ
て
「
転
失
気
（
て
ん
し
き
）」
は
お
な
ら
の

こ
と
で
、
何
か
う
ま
く
ま
ぜ
っ
返
さ
れ
た
ち
ゃ
っ
た

の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

一
之
輔　
「
転
失
気
」
は
お
寺
の
話
で
す
ね
。

三
吉　
そ
う
で
す
ね
。
和
尚
さ
ん
が
知
っ
た
か
ぶ
り

を
す
る
よ
う
な
。
私
も
か
な
り
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
言
い
た
い
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。（
笑
）

　
そ
も
そ
も
こ
の
会
の
発
足
の
発
端
は
、
私
の
家
内

が
代
々
木
能
舞
台
の
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
父

は
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
父
が
お
能
を
奉
納
し

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
実
弟
で
あ
り
ま
す
浅
見

慈
一
先
生
に
お
願
い
を
し
て
、
こ
の
お
寺
で
ぜ
ひ
お

能
を
演
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
お
話
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に
一
つ
発
端
と
な
っ
た
の

は
、浅
見
先
生
の
代
々
木
能
舞
台
で
、お
茶
（
茶
道
）

と
お
能
と
落
語
の
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
先
生

が
若
干
お
茶
の
ほ
う
に
関
係
を
し
て
い
る
こ
と
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
発
端
で
し
た
か
ね
。

浅
見　
も
と
も
と
は
寄
席
文
字
の
…
。

一
之
輔　
は
い
。
橘
右
近
さ
ん
。

浅
見　
一
之
輔
師
匠
の
紹
介
で
す
。

一
之
輔　
そ
れ
で
能
舞
台
に
い
ら
し
て
い
た
だ
い
た

ん
で
す
ね
。
も
う
10
年
近
く
前
で
。

浅
見　
そ
の
と
き
の
落
語
を
う
ち
の
姉
（
注
：
当
住

上
人
久
美
夫
人
）
が
…
…
。
師
匠
が
ま
だ
真
打
ち
に

な
る
前
で
す
ね
。

一
之
輔　
ま
だ
二
つ
目
で
す
。

浅
見　
そ
の
と
き
に
も
う
目
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。

一
之
輔　

ご
住
職
の
奥
さ
ん
、
つ
ま
り
浅
見
先
生

の
お
姉
さ
ん
は
押
し
が
強
い
か
ら
。「
元
気
で
す
ね
。

ぜ
ひ
お
寺
で
も
」
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
て
、

「
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
喜
ん
で
」、
っ
て
い
う
感
じ
で
ね
。

で
も
、
も
う
早
い
で
す
ね
。
９
年
の
お
付
き
合
い
で

す
か
。

浅
見　
来
年
が
10
周
年
で
す
ね
。

三
吉　

や
は
り
テ
レ
ビ
で
観
た
り
と
か
す
る
の
と

違
っ
て
、
ま
た
ホ
ー
ル
落
語
と
も
違
っ
て
、
こ
れ
だ

け
耳
の
裏
を
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
こ
ん
な
近

く
で
。

一
之
輔　
真
横
は
、
ま
あ
な
い
で
す
ね
、
お
客
さ
ん

が
真
横
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
。
お
能
は
あ
り
ま
す

で
し
ょ
う
。

浅
見　
そ
う
で
す
ね
。

一
之
輔　
能
舞
台
で
や
る
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ

る
ん
で
す
よ
、
能
楽
堂
で
や
る
こ
と
も
。
そ
う
す
る

と
柱
が
ね
。
今
の
新
し
い
能
楽
堂
は
柱
が
取
れ
る
と

こ
ろ
が
多
い
ん
で
す
。

浅
見　
そ
う
で
す
ね
。
銀
座
の
新
し
い
観
世
能
楽
堂

（
G
I
N
Z
A 

S
I
X
地
階
）
も
取
れ
ま
す
ね
。

一
之
輔　
落
語
を
能
楽
堂
で
す
る
と
き
は
、
こ
の
案

配
が
難
し
い
。
こ
う
向
け
る
と
、
向
こ
う
の
お
客
さ

ま
を
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
し
て
し
ま
う
の
で
、
若

干
こ
う
向
け
て
、
こ
う
作
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

こ
こ
に
座
っ
て
や
っ
て
い
る
と
、
ど
っ
ち
向
い
て

し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
、
角
度

が
ね
。
で
も
、
厳
か
な
雰
囲
気
も
あ
る
し
、
和
の
も

の
を
聴
く
に
は
い
い
で
す
ね
。
あ
と
、
橋
掛
か
り
を

歩
く
と
い
う
の
は
、
噺
家
は
な
か
な
か
な
い
で
す
か

ら
。
出
囃
子
が
流
れ
て
い
る
と
き
に
、
結
構
長
い
で

し
ょ
う
。
あ
そ
こ
を
歩
く
の
は
い
い
気
持
ち
で
す
よ
。

た
だ
、
降
り
る
と
き
に
ウ
ケ
な
か
っ
た
と
き
は
、
あ

そ
こ
を
歩
く
の
は
苦
痛
で
し
ょ
う
。
長
い
ん
で
す
よ
。

ウ
ケ
た
と
き
は
い
い
で
す
け
ど
ね
、
悠
々
と
降
り
ら

れ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

三
吉　
小
走
り
で
。（
笑
）

一
之
輔　
そ
う
、
駆
け
だ
し
て
。
後
ろ
か
ら
出
ち
ゃ

お
う
か
な
っ
て
思
う
。（
笑
）

三
吉　
お
仕
事
柄
、
東
京
以
外
、
地
方
に
お
出
ま
し

の
こ
と
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、

お
寺
さ
ん
と
か
神
社
さ
ん
も
あ
り
ま
す
か
。

一
之
輔　
多
い
で
す
ね
。
ち
っ
ち
ゃ
な
会
は
檀
家
さ

ん
だ
け
と
か
も
あ
り
ま
す
し
ね
。
お
寺
主
催
で
、
こ

の
よ
う
に
落
語
会
を
ほ
ん
と
に
オ
ー
プ
ン
に
や
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
結
構
あ
り
ま
す
か
ら
。
神
社
も
あ
り

ま
す
し
、
お
寺
も
あ
り
ま
す
。
つ
い
こ
の
間
も
、
秋

田
の
浄
土
真
宗
の
お
坊
さ
ん
の
集
ま
り
で
、
30
代
か

ら
40
代
ぐ
ら
い
の
若
い
方
た
ち
が
…
…
。

三
吉　
お
坊
さ
ん
に
話
芸
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
く
、

私
ど
も
の
宗
派
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
研
修
の
よ

う
な
こ
と
で
す
か
。

一
之
輔　
い
や
、
そ
の
お
坊
さ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
、

自
分
た
ち
も
聞
き
た
い
よ
ね
っ
て
、
近
所
の
人
た
ち
、

町
の
人
に
も
聞
い
て
も
ら
お
う
っ
て
い
う
、
そ
う
い

う
団
体
の
よ
う
な
、お
寺
と
落
語
を
合
わ
せ
て
、「
お

て
ら
く
ご
」
っ
て
い
う
。

三
吉　
な
ん
か
、
お
手
軽
な
。（
笑
）

一
之
輔　
お
手
軽
に
落
語
、
結
構
盛
ん
で
す
ね
。

三
吉　
お
寺
さ
ん
と
か
神
社
さ
ん
で
さ
れ
る
場
合
に

は
、
客
殿
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
本
堂
の

場
合
に
、
後
ろ
に
ご
神
体
と
か
、
ご
本
尊
が
あ
っ
た

り
し
ま
す
が
、
何
か
後
ろ
か
ら
の
目
線
み
た
い
な
も

の
は
?

一
之
輔　
そ
り
ゃ
、
あ
り
ま
す
よ
。
だ
か
ら
、
高
座

で
す
る
と
き
は
必
ず
最
初
に
手
を
合
わ
せ
て
お
邪
魔

し
ま
す
と
。

三
吉　
歌
舞
伎
で
、
お
岩
さ
ん
を
や
る
と
き
に
お
参

り
す
る
み
た
い
な
。

一
之
輔　
あ
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
バ
チ
が
当
た
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
お
寺
は
ま
だ
い
い
ん
で
す
、

教
会
が
結
構
…
…
。

三
吉　
キ
リ
ス
ト
教
。
あ
れ
は
ち
ょ
っ
と
な
か
な
か

で
す
ね
。（
笑
）

一
之
輔　

教
会
も
宗
派
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
す
ね
、

後
ろ
に
。
十
字
架
だ
け
の
場
合
も
あ
る
し
、
十
字
架

に
人
が
い
る
場
合
も
あ
る
ん
で
す
。
人
と
い
う
か
、

あ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
は
。
だ
か
ら
、
や
り

い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
お
上
人
と
か
、
仏
様
だ

と
笑
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
と
か
。
あ
ち
ら
は
結

構
、
苦
悶
の
表
情
を
浮
か
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
し
ま
す
ね
。
ほ
ん
と
に
い
い
の

か
し
ら
、
笑
っ
て
い
て
…
…
。

三
吉　
な
る
ほ
ど
。（
笑
）

　
歴
史
と
い
う
か
、
私
が
ぼ
ん
や
り
思
う
の
は
、
お

能
と
い
う
の
は
室
町
期
で
、
室
町
時
代
に
茶
道
が
で

き
た
り
華
道
が
で
き
た
り
、
日
本
文
化
の
黎
明
期
が

室
町
時
代
な
の
か
な
と
感
じ
ま
す
。
お
茶
の
先
生
が

お
能
を
習
う
と
、
お
茶
の
畳
の
目
が
わ
か
っ
た
り
、

足
幅
な
り
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
落
語
は
そ

う
い
う
点
で
は
や
は
り
江
戸
時
代
に
な
る
ん
で
し
ょ

う
ね
。

一
之
輔　
そ
う
で
す
ね
。
江
戸
で
し
ょ
う
ね
。

三
吉　
一
番
思
う
の
は
、
仏
教
と
ど
う
し
て
も
つ
な

げ
た
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
お
能
の
場
合
に
は
、

私
、
代
々
木
能
舞
台
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
お
伺
い
し
た

と
き
に
、
あ
る
大
学
の
先
生
が
、
お
能
と
い
う
の
は

仏
教
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
と
。
つ
ま
り
お
能
は
仏
教

の
題
材
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な

お
話
を
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
見
ら

れ
て
そ
の
辺
に
つ
い
て
は
い
か
が
思
わ
れ
ま
す
か
。

浅
見　
神
道
の
と
こ
ろ
も
勉
強
し
ま
す
し
、
仏
教
の

ほ
う
も
必
ず
勉
強
し
ま
す
し
、
も
と
も
と
私
は
若
い

こ
ろ
か
ら
寺
社
仏
閣
を
巡
る
の
も
好
き
な
の
で
。

三
吉　
真
面
目
な
ん
で
す
ね
。

浅
見　
い
や
、
全
然
。
親
に
反
抗
ば
か
り
し
て
い
ま

し
た
か
ら
真
面
目
で
は
な
い
ん
で
す
け
ど
も
。
仏
像

を
見
る
の
が
大
好
き
な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し

て
い
く
う
ち
に
、
い
ろ
ん
な
仏
像
の
名
前
が
能
の
詞

章
の
中
に
出
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
の
が
わ
か

る
の
で
楽
し
い
で
す
。

三
吉　
そ
う
考
え
る
と
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
町
人

文
化
、
私
ど
も
法
華
と
い
う
の
は
非
常
に
町
人
さ
ん

な
ん
か
に
浸
透
し
て
い
く
と
い
う
宗
派
で
す
が
、
わ

い
わ
い
が
や
が
や
と
い
う
感
じ
で
、
手
を
上
げ
て
、

太
鼓
を
た
た
く
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
た

だ
落
語
を
考
え
た
と
き
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
う
よ
り
も
、
抵
抗
勢
力
と
い
う
か

反
体
制
、
ち
ょ
っ
と
い
じ
っ
て
み
た
い
み
た
い
な
感

じ
が
す
ご
く
し
ま
す
ね
。

一
之
輔　
そ
う
で
す
ね
。

三
吉　
で
も
、
真
面
目
は
大
事
で
す
が
、
事
の
本
当

の
と
こ
ろ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
い
じ
ら
れ
る
と
周
り
は

よ
く
わ
か
る
み
た
い
な
こ
と
が
あ
る
の
か
な
と
い
う

気
も
す
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

一
之
輔　
ど
う
で
す
か
ね
。
も
と
も
と
お
坊
さ
ん
の

説
法
か
ら
落
語
っ
て
始
ま
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
中
国
の

説
話
と
か
そ
う
い
う
の
を
檀
家
さ
ん
の
前
と
か
で

し
ゃ
べ
っ
て
い
た
の
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
膨
ら
ま

せ
て
落
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
説
も

あ
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
、
も
と
も
と
お
寺
か
ら
出
た

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
あ
と
、
だ
ん
だ
ん
世
間
に

浸
透
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
お
侍
で
あ
る
と
か
、
そ

れ
に
近
い
ち
ょ
っ
と
偉
い
人
を
揶
揄
す
る
み
た
い
な
、

そ
れ
で
笑
う
っ
て
い
う
、
風
刺
ま
で
は
い
か
な
い
け

ど
、
そ
う
い
う
笑
い
が
広
が
っ
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ

う
ね
。
だ
か
ら
、「
転
失
気
」な
ん
て
い
う
の
は
、知
っ

た
か
ぶ
り
の
和
尚
さ
ん
を
笑
う
っ
て
い
う
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
か
ね
。

　
で
も
、
も
と
も
と
お
坊
さ
ん
で
噺
家
に
な
っ
た
と

い
う
人
も
い
て
、
二
代
目
林
家
正
蔵
と
い
う
人
が
い

ま
す
が
、
こ
の
人
は
も
と
も
と
和
尚
さ
ん
、
お
坊
さ

ん
で
、落
語
家
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。「
蒟
蒻
問
答
」
っ

て
い
う
お
寺
を
舞
台
に
し
た
落
語
が
あ
る
ん
で
す
け

ど
、
禅
宗
の
。
こ
れ
も
大
分
お
坊
さ
ん
自
体
を
揶
揄

し
た
よ
う
な
、
何
か
ヤ
ク
ザ
み
た
い
な
者
が
即
席
坊

主
に
な
っ
て
問
答
を
や
る
と
い
う
話
な
ん
で
す
け
ど
、

こ
れ
も
も
と
も
と
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
二
代
目
の
正
蔵

が
作
っ
て
や
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
そ
う
い
う
つ

な
が
り
と
い
う
か
、
近
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
も
と
も

と
一
人
が
し
ゃ
べ
っ
て
大
勢
が
聞
く
と
い
う
ス
タ
イ

ル
が
お
寺
と
同
じ
で
す
か
ら
ね
。

三
吉　
私
ど
も
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
お

坊
さ
ん
と
い
う
の
は
、
話
す
こ
と
と
、
書
く
こ
と
と
、

お
経
を
読
む
こ
と
。
こ
の
３
つ
が
大
事
だ
と
い
う
こ

と
を
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
之
輔　
何
か
お
し
ゃ
べ
り
の
訓
練
と
か
す
る
ん
で

す
か
。

三
吉　
布
教
師
と
か
、
説
教
を
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

あ
り
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
学
校
に
行
っ
た
と
き
に
そ

う
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
こ
う
、

多
分
近
現
代
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
弁
論
と
い
う

の
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
お
坊
さ
ん
学
校
で
。
弁
論

大
会
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
早
稲
田
大
学
な
ん
か
は

雄
弁
会
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
政
治
家
の

人
た
ち
が
出
た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
こ

と
と
、
あ
と
は
お
説
教
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
で

も
、
お
能
の
よ
う
に
式
楽
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で

す
ね
。
で
も
、
所
作
は
あ
る
か
な
。

一
之
輔　
所
作
の
お
稽
古
が
。

三
吉　
所
作
は
あ
り
ま
す
。
法
式
（
ほ
っ
し
き
）
と

い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
宗
派

に
よ
っ
て
、
私
ど
も
の
別
の
宗
派
さ
ん
の
法
要
に
参

列
す
る
と
分
か
ら
な
い
で
す
。
そ
れ
は
か
な
り
宗
派

に
よ
っ
て
独
自
な
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う

所
作
と
い
う
の
は
逆
に
お
能
の
ほ
う
か
ら
取
り
入
れ

て
い
る
部
分
も
、
そ
う
い
う
の
も
あ
る
の
か
な
と
い

う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

浅
見　
論
議
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

三
吉　
論
議
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
最
初

は
日
本
の
平
安
期
の
、
宗
派
と
し
た
ら
最
初
の
天
台

宗
と
真
言
宗
、
天
台
宗
の
比
叡
山
の
中
で
法
華
論
議

と
か
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
受
け
答
え
を
す
る
。
論

者
が
問
い
か
け
、
答
者
が
答
え
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
お
坊
さ
ん
の
試
験
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
師
匠
か
ら
お
話
が
出
た
の
は
、

そ
う
い
う
起
源
と
さ
れ
た
、
節
談
説
法
と
い
う
、
高

座
説
法
、
そ
こ
が
多
分
そ
う
い
う
語
り
の
最
初
だ
っ

た
の
で
は
と
教
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
で
も
、
今
、
仏

教
は
、
鎌
倉
新
仏
教
と
か
申
し
ま
す
が
、
鎌
倉
時
代

は
や
は
り
平
安
仏
教
で
す
。
そ
の
後
に
、
室
町
時
代
、

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
今
の
宗
派
仏
教
が
定
着

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ら
し
い
で
す
が
、
お
能
の

場
合
も
各
お
寺
さ
ん
と
か
神
社
に
出
向
い
て
、
薪
能

と
か
の
形
で
や
ら
れ
ま
す
か
。

浅
見　
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
お
呼
ば
れ
し
た
と

き
に
出
向
き
ま
す
。

一
之
輔　
古
い
神
社
と
か
に
は
能
舞
台
が
あ
る
と
こ

ろ
が
結
構
あ
り
ま
す
ね
。

浅
見　
大
概
そ
れ
は
神
楽
殿
だ
と
思
い
ま
す
。

一
之
輔　
あ
あ
、
神
楽
殿
で
す
か
。

浅
見　
橋
掛
か
り
が
な
い
で
す
ね
。

一
之
輔　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
や
っ
て
い
る
ん
で

す
か
。

浅
見　
や
る
人
も
い
ま
す
。
近
く
の
千
駄
ヶ
谷
の
鳩

森
神
社
で
や
ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
あ

れ
も
橋
掛
か
り
が
な
い
の
で
神
楽
殿
だ
け
で
す
ね
。

三
吉　
ち
ょ
っ
と
取
り
と
め
の
な
い
話
で
、
全
く
３

人
で
打
ち
合
わ
せ
も
し
な
い
で
…
…
。

一
之
輔　
で
も
、
思
い
つ
き
で
し
ゃ
べ
る
の
も
い
い

で
す
よ
。

三
吉　
い
や
、
ご
無
礼
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
た
だ

お
か
げ
さ
ま
で
鍋
島
客
殿
が
10
年
ほ
ど
前
に
世
田
谷

区
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
区
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
お

力
添
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
、
こ
こ
に
お
い
で

に
な
る
会
場
の
フ
ァ
ン
の
方
が
見
学
さ
れ
た
り
し
ま

す
が
、
基
本
は
非
公
開
で
す
。
そ
う
い
う
非
公
開
の

客
殿
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
落
語
と
お
能
を
観

て
い
た
だ
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
お
寺
も
や
は
り
開

か
れ
て
い
く
。
普
通
の
家
は
、
玄
関
の
門
を
閉
ざ
し

て
い
ま
す
け
ど
、
お
寺
や
神
社
は
全
部
開
放
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
今
風
に
言
う
と
公
益
的
な
神
社
仏

閣
と
い
う
話
に
な
る
の
で
す
が
、
昔
か
ら
や
っ
て
い

た
こ
と
を
私
ど
も
続
け
て
や
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、

そ
う
い
う
中
で
こ
う
い
う
催
し
物
も
、
こ
れ
か
ら
も

ぜ
ひ
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
お
二
人
の
先
生
方
に
も
お
力
を
い
た
だ
い

て
、
そ
れ
か
ら
皆
さ
ん
方
に
も
ぜ
ひ
ご
参
加
を
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
日
は
、
ご
来
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

春風亭一之輔（しゅんぷうてい・いちのすけ）

�1978 年生まれ、千葉県出身。2001年、日本大
学芸術学部を卒業後、春風亭一朝に入門。2012
年 3月、21人抜きという異例の大抜擢で真打ち
に昇格。ラジオ・TV番組やミュージックビデオ
への出演など、落語家の枠を越えてさまざまな
メディアで活躍する。受賞歴に、NHK新人演芸
大賞（2010年）、文化庁芸能際新人賞（2010年）、
国立演芸場花形演芸大賞（2012年、13年）な
どがある。

浅見慈一（あさみ・じいち） 

�1964年生まれ、東京都出身。観世流シテ方能楽
師。父・浅見真高および、故・観世銕之丞に師事。
3歳のとき、仕舞「老松」で初舞台。98年から
は真高が主宰する代々木果迢会（よよぎかちょう
かい）を補佐。東京唯一の屋敷内屋外舞台であ
る代々木能舞台で定期的に公演やレクチャーを行
う。海外公演や新作能、復曲能などにも意欲的
に取り組んでいる。社団法人日本能楽協会会員。�

鼎談
“竹灯籠能　10周年を迎える”

	 浅見慈一	師	 三遊亭一之輔	師匠	 三吉廣明	上人
	 （能楽師）	 （落語家）	 （当山住職）
� <写真左>� <同中央>� <同右>

令和元年11月 9日　於・妙壽寺本堂　[ 敬称略 ]

第 9回目を迎えた令和元年11月9日、一之輔師匠が巧みな語り口で熱演し、
その熱気が冷めやらぬまま三者鼎談が行われ、この10 年を振り返りました。
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