
●
1
月
1
日

国
祷
会
法
要
（
午
前
５
時
）

●
1
月
16
日

沼
津
大
本
山
光
長
寺
第
78
世
、
東
之
坊

第
54
世
大
僧
正
石
田
日
信
上
人
御
遷
化

通
夜
23
日
於
東
之
坊
、
葬
儀
24
日
於
大
本

山
光
長
寺

●
1
月
17
日

烏
山
仏
教
会
　

先
師
追
悼
会
・
総
会　

於
永
願
寺

●
1
月
20
日

第
一
次
金
井
内
局
発
足
　

当
住
上
人
布
教
部
長
就
任

●
1
月
22
日

総
代
会
・
年
頭
会
祈
願
法
要

●
1
月
31
日

本
堂
屋
根
小
屋
組
改
修
工
事
開
始

（
清
水
建
設
、
3
月
15
日
完
成
）
❶

●
2
月
3
日

節
分
法
要
❷
　
　
　
　
　
　
　

●
2
月
7
日

大
竹
家
稲
生
家
年
回
法
要
（
猿
江
別
院

寄
進
稲
生
雅
治
氏
叔
父
・
五
十
回
忌
、

同
御
尊
父
二
十
七
回
忌
）

●
2
月
8
日

金
井
内
局
就
任
式
　
於
尼
崎
市
大
本
山

本
興
寺
❸

（
写
真
は
法
華
宗
管
長
・
同
大
本
山
貫
首
小

西
日
遶
猊
下
よ
り
布
教
部
長
の
任
命
状
を
授

与
さ
れ
る
当
住
上
人
）

●
2
月
16
日

新
内
局
、
大
本
山
光
長
寺（
沼
津
）、
同
鷲

山
寺（
茂
原
）へ
参
拝
、
御
挨
拶

●
2
月
19
日

朝
霞
教
会
年
回
法
要

担
任
相
澤
龍
生
上
人
御
母
堂（
信
聰
院
妙

因
日
松
大
姉
）第
二
十
三
回
忌

●
2
月
24
日

内
田
祥
哉
先
生
感
謝
の
集
い

於
明
治
記
念
会
館

3 尺×4尺＝6基
3尺×3尺＝6基
2尺×2尺＝8基

詳細は当山までお問い合わせ
ください。

新規墓所
ご 案 内

法要のご案内 （別紙参照）

春季彼岸会中日法要
3月21日（月・祭）

孟蘭盆会施餓鬼法要

秋季彼岸会中日法要

7月16日（土）

9月23日（金・祭）

新孟蘭盆会法要（新盆）　午前11時
孟蘭盆会法要　午後 2時
動物諸霊法要：正午

初座：午前11時　第二座：午後 2時
動物諸霊法要：正午

コロナウイルス感染の拡大防止のため、感染対策を十分に行い奉修いたします。

初座：午前11時　第二座：午後 2時
動物諸霊法要：正午

ジャック・ブレルを歌う 
そして青春時代のフレンチポップスを

 ピアニスト：アニエス晶子 

2022 年 4 月８日（金） 
13：30 － 15：30（全曲仏語）
会場　妙壽寺猿江別院

都営新宿線＆東京メトロ半蔵門線 「住吉駅」徒歩５分

（当山関係者先着 5名 予約 入場料無料）

5月 7 日（土）
午前11時

猿江大祭 法要
於  猿江別院

48No.

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 4年 3月 1日発行

　

外
交
官
を
目
指
し
た
き
っ
か
け
は
中
学

1
年
生
で
読
ん
だ
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学

だ
っ
た
。
1
9
7
8
年
の
読
書
感
想
文
コ
ン

ク
ー
ル
で
課
題
図
書
に
指
定
さ
れ
た
「
ガ
ラ

ス
の
う
さ
ぎ
」
だ
。
両
親
と
妹
を
な
く
し
た

少
女
を
通
じ
て
戦
争
の
悲
惨
さ
を
、
作
者
の

高
木
敏
子
先
生
が
実
体
験
を
も
と
に
描
い
た
。

　

私
は
コ
ン
ク
ー
ル
で
総
理
大
臣
賞
を
も
ら

い
授
賞
式
で
当
時
の
皇
太
子
殿
下
・
妃
殿
下

の
前
で
作
文
を
読
む
大
役
に
緊
張
し
て
い
た
。

そ
ん
な
時
、
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
先
生

は
「
こ
の
本
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
忘
れ

な
い
で
ね
」
と
優
し
く
話
し
か
け
て
く
れ
た
。

　

も
と
も
と
両
親
の
影
響
で
戦
争
に
関
す
る

本
を
読
む
習
慣
は
あ
っ
た
。
先
生
と
の
出
会

い
で
「
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
で
も
世
界
平

和
に
貢
献
で
き
な
い
か
」
と
い
う
思
い
を
強

く
し
、
外
交
官
試
験
に
挑
戦
し
て
88
年
に
外

務
省
に
入
省
し
た
。

2
0
0
0
〜
03
年
の
米
国
駐
在
時
に
子
ど

【高木敏子プロフィール】昭和 7年、東京市本所区（現東京都墨田区）生ま
れ。自らの戦争体験を書いた『ガラスのうさぎ』（金の星社）で厚生省児童福
祉文化奨励賞、日本ジャーナリスト会議奨励賞を受賞。映画やドラマにもなり、
注目を集めた。出版後は平成 18年まで全国各地を講演。

戦争の悲惨さを知った高木敏子著『ガラスのうさぎ』

平和を思う原点
　

私
が
10
才
の
昭
和
32
年
4
月
、
先
々
代
日
照
上
人
の
三
回
忌
法
要
の
時
、
下
谷
法
昌
寺
住
職
露
木
泰
隆
上
人
に
連
れ

ら
れ
妙
壽
寺
に
来
ま
し
た
。
京
王
線
の
新
宿
駅
も
ま
だ
板
張
り
の
頃
で
す
。
法
要
は
、婦
人
会
の
方
々
だ
と
思
い
ま
す
が
、

庭
に
模
擬
店
を
設
け
、
大
勢
の
人
が
い
て
大
変
賑
や
か
だ
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
日
よ
り
私
の
お
寺
で
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
年
の
9
月
に
現
住
職
廣
明
上
人
が
誕
生
し
ま
し
た
。
法

昌
寺
は
石
塚
家
の
菩
提
寺
で
、
露
木
上
人
は
日
照
上
人
の
弟
子
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
縁
で
私
は
妙
壽
寺
に
来
た
よ

う
で
す
。

　

顕
道
上
人
の
奥
様
初
恵
様（
後
の
日
恵
尼
上
人
）に
連
れ
ら
れ
て
4
月
よ
り
烏
山
北
小
学
校
に
編
入
し
ま
し
た
。
そ
の

頃
は
、
お
寺
に
は
大
勢
の
人
が
い
ま
し
た
。
御
所
化
さ
ん
の
矢
吹
泰
英
上
人
、
小
澤
恵
壽
上
人
、
高
橋
顕
昭
上
人
、
そ

し
て
盛
高
の
お
婆
ち
ゃ
ん
（
盛
高
勢
以
、藤
沢
市
晴
明
庵
建
立
。
昭
和
38
年
8
月
12
日
寂　

浄
徳
院
妙
勢
日
厳
善
法
尼
）、

お
手
伝
い
の
女
性
方
々
で
す
。

　

お
寺
で
の
修
行
は
、
起
床
し
て
一
番
に
客
殿
の
雨
戸
を
開
け
、
部
屋
の
掃
除
と
長
廊
下
の
雑
巾
掛
け
等
を
行
い
ま
す
。

そ
の
時
に
箒
の
使
い
方
、
雑
巾
掛
け
の
仕
方
等
を
教
わ
り
ま
し
た
。
当
時
は
井
戸
か
ら
汲
み
上
げ
た
水
を
使
う
た
め
、

冬
は
手
に
し
も
や
け
、
ひ
び
割
れ
等
が
あ
り
、
子
供
に
と
っ
て
は
大
変
つ
ら
い
も
の
で
し
た
。
ま
た
盛
高
の
お
婆
ち
ゃ

ん
と
御
霊
膳
を
作
り
本
堂
に
お
供
え
す
る
の
が
日
課
で
し
た
。
そ
の
後
、
朝
の
お
勤
め
が
終
わ
っ
て
朝
食
を
い
た
だ
き
、

学
校
に
行
き
、
夕
方
は
4
時
頃
か
ら
御
霊
膳
を
下
げ
、
そ
の
日
2
回
目
の
お
勤
め
を
し
て
い
ま
し
た
。
日
曜
日
は
一
日

に
十
座
位
の
法
要
が
あ
り
、
私
も
顕
道
上
人
の
お
供
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
奥
様
か
ら
「
お
寺
は
檀
家
さ
ん
あ
っ
て
の
お
寺
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
事
は
、
今
で
も
大

切
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
奥
様
に
は
晴
明
庵
に
も
よ
く
連
れ
ら
れ
、
帰
り
に
初
め
て
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た

の
も
こ
の
時
で
す
。
初
代
の
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
で
し
た
。

　

思
い
出
深
い
の
は
、
盛
高
の
お
婆
ち
ゃ
ん
の
買
い
物
に
も
よ
く
行
き
ま
し
た
。
お
婆
ち
ゃ
ん
の
好
物
は
網
の
佃
煮
、

桃
屋
の
花
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
、
新
宿
中
村
屋
の
か
り
ん
と
う
等
で
、
な
く
な
る
と
買
い
物
に
烏
山
ま
で
行
き
ま
し
た
。
ま
た
お

婆
ち
ゃ
ん
は
小
鳥
（
十
姉
妹
）
を
飼
っ
て
い
て
、
廊
下
に
鳥
小
屋
が
あ
り
、
十
姉
妹
は
繁
殖
す
る
の
が
早
く
、
小
屋
は

い
つ
も
た
く
さ
ん
の
鳥
で
、凄
か
っ
た
で
す
。
こ
の
子
供
の
時
の
生
活
は
、今
の
私
に
大
変
役
に
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

小僧の修行と
盛高のお婆ちゃんの思い出

No.5リレーコラム

も
を
出
産
し
て
帰
国
、
仕
事
と
子
育
て
の
両

立
で
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い
た
時
、
再
度
先

生
に
お
目
に
か
か
る
機
会
を
得
た
。

「
母
に
な
っ
た
今
こ
そ
平
和
の
尊
さ
を
実
感

で
き
る
は
ず
。
こ
れ
か
ら
も
平
和
な
世
界
の

た
め
に
頑
張
っ
て
」。
戦
争
で
壮
絶
な
体
験
を

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
は
い
つ
も
パ

ワ
フ
ル
だ
。
人
生
の
節
目
節
目
で
原
点
を
思

い
出
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝
の
念
は
尽

き
な
い
。

（
2
0
2
1
年
12
月
30
日　

日
本
経
済
新
聞
）

小
お の

野日
ひかりこ

子（外務省 外務報道官）

当山徒弟 石塚泰道

　当山檀家でちりめん作
家の丸山ヤス子氏は、昨
年8月、上野の東京都美
術館で開催した第53回
新院展にて押絵「見返り
美人」が自由民主党総裁
賞を受賞しました。また、
昨年傘寿を迎えた丸山氏
は、米国カリフォルニア
州の国際学士院大学より
芸術博士号を取得しまし
た。今後の益々のご活躍
をお祈りいたします。

て
ら
に
っ
き

て
ら
に
っ
き

寺
日
記

3  月 12 日 勉強会「日蓮紀行」拝読 18

4  月 9  日 勉強会「日蓮紀行」拝読 19

5  月 7 日 猿江大祭 法要参拝（ウォーク延期）

6  月 11 日 勉強会「日蓮紀行」拝読 20

7  月 9  日 写経会

8  月  休会

9  月 10 日 勉強会「日蓮紀行」拝読 21

　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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため離隔距離をとり、実施いたします。

当住上人
の
宗務院宗務院 diarydiary

1/11 責任役員会議, 内局会議,
 本山学林内局調整会議
1/20 新内局引継会議
1/28 教学研究所所員会議
2/ ８ 内局就任退任式、内局会議

鵠沼・晴明庵 12 月 24 日 鈴木元子氏逝去
長年にわたり、晴明庵伊東支部をまとめていただい
た鈴木元子（慈徳院妙温日元信女）さんが 93歳にて
逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

猿江・猿江別院  1 月 1~3 日 年頭会❹
　 2 月10日 写経会

高木敏子氏
（令和元年元旦、当山にて）

丸山ヤス子作 押絵「見返り美人」

竹崎清彦シャンソン個展
　　　　 （檀家・世話人）

本堂横満開の桜。当山職員（梅原正隆師）得度を記念して植樹。（令和３年撮影）

10：00 ～16：00
客殿2階からも
ご覧いただけます。

躑
つ つ じ
躅観賞会

4月16日（土）
　　17日（日）

猿江別院御写経会
4月7日（木）・6月2日（木）
8月11日（木）・10月20日（木）
※毎回、13時～19時　参加費：500円

❶❶

❸❸❹❹

❷❷

当住上人叔母三吉恵子さん逝去
　2月 12 日、当住上人叔母三吉恵子さん
（先々代大僧正三吉日照上人五女）が病気療
養中のところ、88歳にて逝去（淳正院妙勝
日惠大姉）。当山御宝前において葬送。

予告



　
前
号
に
引
き
続
き
、
内
田
祥
哉
先
生
（
享
年

96
歳
）
の
思
い
出
を
お
送
り
し
ま
す
。

鍋
島
客
殿
が
文
化
財
指
定
に

認
定
さ
れ
る
ま
で

住
職　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
明
治
神

宮
の
見
学
会
は
、
東
祥
苑
の
と
き
に
前
後
し
て
、

建
築
基
準
法
と
文
化
財
保
護
法
の
間
で
こ
れ
ま

た
妙
壽
寺
が
い
ろ
い
ろ
と
揺
れ
動
く
事
態
に
な

り
ま
し
た
。
何
か
と
い
う
と
、
鍋
島
客
殿
を
区
の

指
定
文
化
財
と
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
も
大
論
議
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
ね
。

三
浦　

そ
う
で
す
ね
。

住
職　

も
う
そ
れ
は
、
例
え
ば
既
存
不
適
格
で

あ
れ
ば
数
千
万
の
お
金
を
使
い
、
間
の
と
こ
ろ

に
防
火
壁
な
ど
必
要
だ
っ
た
の
に
…
…
。

三
浦　

審
議
会
と
審
査
会
を
通
し
て
世
田
谷
区

の
指
定
文
化
財
に
し
て
建
築
基
準
法
の
適
用
除

外
に
し
な
い
と
、
客
殿
は
外
壁
の
防
火
処
置
な

ど
が
必
要
に
な
っ
て
、
民
家
の
茅
葺
き
屋
根
を

ト
タ
ン
で
覆
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
妻
壁
の
狐

格
子
に
し
て
も
外
壁
の
下
見
板
に
し
て
も
元
の

姿
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
初
め
は
そ
れ
で

も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
し
、
文

化
財
に
す
る
な
ん
て
こ
と
は
、
世
田
谷
区
に
し

て
も
最
初
に
相
談
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
冗
談

で
し
ょ
う
ぐ
ら
い
の
対
応
で
し
た
。

住
職　

今
は
逆
に
、
区
の
広
報
と
し
て
も
、
や

は
り
も
っ
と
活
用
し
た
い
と
。
そ
う
い
う
中
で
、

当
時
世
田
谷
区
の
文
化
財
保
護
審
議
会
の
委
員

だ
っ
た
稲
葉
和
也
先
生
を
中
心
と
し
て
文
化
財

に
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
も
な
り
、
そ
れ
か

ら
、
お
檀
家
さ
ん
、
議
会
、
近
隣
の
方
々
、
西

沢
つ
つ
じ
園
（
西
澤
義
光
）
さ
ん
、
そ
う
い
う

方
た
ち
の
い
ろ
い
ろ
な
お
力
添
え
も
あ
っ
て
、

文
化
財
指
定
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
内
田

先
生
に
本
当
に
あ
る
意
味
で
は
お
世
話
に
な
っ

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
三
浦
先
生
、
そ
の
辺

は
い
か
が
で
す
か
。

三
浦　

そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
方
の
協
力
も

あ
っ
て
、
稲
葉
先
生
を
口
説
け
た
ん
で
す
ね
。
そ

し
て
稲
葉
先
生
も
鍋
島
客
殿
の
価
値
を
認
め
て

下
さ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
緯
が
な
け
れ
ば
、
こ

ん
な
簡
単
に
指
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

小
玄
関
側
の
改
装
を
前
提
と
し
て
と
い
う
異
例

な
形
で
の
文
化
財
指
定
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
。

猿
江
別
院

－

念
願
の
旧
地
深
川
に
再
建

住
職　

そ
れ
で
、
早
苗
さ
ん
と
私
と
で
い
ろ
い

ろ
な
時
代
を
乗
り
越
え
て
き
た
中
で
、
猿
江
別

院
の
建
築
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
、

早
苗
さ
ん
に
今
日
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
天
台

大
師
の
「
霊
山
会
上
、
現
前
未
散
」
と
い
う
言

葉
が
あ
っ
て
、
法
華
経
の
説
法
と
い
う
の
は
、

今
な
お
お
釈
迦
様
が
霊
山
会
上
と
い
う
と
こ
ろ

で
続
い
て
い
る
の
だ
よ
と
。
そ
こ
に
私
た
ち
は

い
る
の
だ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
現
前
」
と
い

う
の
は
、
現
在
の
現
に
前
。「
未
散
」
と
い
う
の

は
、
ま
だ
解
散
し
て
い
な
い
。
早
苗
さ
ん
も
残

念
な
が
ら
解
散
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

　

何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
私
が
忘
れ
ら

れ
な
い
の
は
、
あ
の
帝
国
ホ
テ
ル
で
の
大
会
議

で
す
。
帝
国
ホ
テ
ル
で
、猿
江
別
院
の
建
築
チ
ー

ム
の
方
向
性
を
ど
う
し
て
い
こ
う
か
と
。
私
は
、

あ
の
会
議
に
内
田
先
生
が
い
ら
し
て
、
最
後
に

い
ろ
い
ろ
お
ま
と
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

た
だ
、
私
は
住
職
を
勤
め
て
か
ら
の
、
最
後

と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
け
ど
、
猿
江
別
院
は

一
つ
の
自
分
の
仕
事
の
終
わ
り
の
部
分
で
は

と
。
あ
と
、
徒
弟
の
園
田
（
顕
敦
）
師
が
、「
住

職
、
あ
と
10
年
で
す
よ
」
と
。
あ
と
10
年
で
妙

壽
寺
４
０
０
年
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、

４
０
０
年
の
時
間
を
経
て
、
そ
の
中
で
や
は
り

一
番
長
く
あ
っ
た
の
は
猿
江
な
ん
で
す
。
そ
の

猿
江
に
妙
壽
寺
の
ご
本
尊
が
も
う
一
回
お
還

り
に
な
る
、
お
稲
荷
さ
ん
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

施
設
と
し
て
そ
う
い
う
場
所
を
再
建
し
た
い
と

い
う
思
い
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
稲
生
家
（
稲
生

恵
子
夫
人
）
の
お
志
が
あ
り
、
再
建
で
き
た
と

い
う
の
は
、
本
当
に
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
り

が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

早
苗
家
は
、
早
苗
さ
ん
で
何
代
目
で
す
か
。

早
苗

12
代
目
で
す
。

住
職　

で
す
か
ら
、
８
代
、
９
代
、
10
代
ぐ
ら
い

ま
で
は
恐
ら
く
日
本
橋
か
ら
猿
江
の
妙
壽
寺
へ

通
っ
て
い
た
ん
で
す
。
建
設
委
員
会
の
と
き

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
十
年
か
前
に
、
加
藤

と
く
さ
ん
が
つ
く
づ
く
、「
深
川
ま
で
ど
う
や
っ

て
行
っ
た
ん
で
す
か
」
と
い
う
話
に
な
っ
た
と

き
に
、
大
正
ぐ
ら
い
ま
で
は
神
田
か
ら
船
に

乗
っ
て
、
神
田
の
水
路
を
出
て
、
大
川
、
隅
田

川
を
渡
っ
て
小
名
木
川
に
入
っ
て
、
そ
の
小
名

木
川
か
ら
上
が
っ
て
、
人
力
車
か
円
タ
ク
で
妙

壽
寺
に
お
参
り
し
た
と
い
う
話
を
、
身
近
で
聞

い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
そ
こ
に
お
堂
が
な

く
ち
ゃ
駄
目
だ
な
と
い
う
こ
と
は
ず
っ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。

早
苗　

で
す
か
ら
、
過
去
帳
を
見
て
、
裏
側
に

書
い
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
初
代
の
人
の
百
回

忌
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
出
て

い
る
ん
で
す
。

住
職　

な
る
ほ
ど
ね
。

早
苗　

昔
は
や
は
り
初
代
と
い
う
の
を
大
事
に

し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
と
、
内
田
先

生
と
の
思
い
出
は
、
伊
東
深
水
先
生
の
衝
立
の

「
唐
獅
子
」
が
２
階
の
大
広
間
に
あ
り
ま
す
ね
。

あ
れ
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
先
生

と
随
分
論
争
し
た
ん
で
す
よ
。

三
浦　

こ
の
和
室
（
持
仏
の
間
）
の
残
月
で
す

が
、
残
月
は
普
通
、
床と

こ

が
畳
よ
り
高
く
な
っ
た

上
段
の
床
で
さ
ら
に
奥
に
も
床と

こ

が
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
最
初
は
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
使
い
勝
手
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に

な
る
よ
う
に
床
の
間
が
畳
と
平
ら
な
踏
み
込
み

床
に
す
る
と
い
う
早
苗
さ
ん
の
提
案
が
あ
り

ま
し
た
。
た
だ
内
田
先
生
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
上
段
の
残
月
床
に
し
た

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

先
生
は
村
野
藤
吾
（
建
築
家
1
8
9
1
〜

1
9
8
4
）
が
好
き
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
照
明
も
村
野
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
だ

か
ら
早
苗
さ
ん
の
案
を
説
得
す
る
た
め
に
、
村

野
藤
吾
自
邸
に
倣
っ
て
踏
み
込
み
床
の
残
月
に

し
た
い
と
先
生
に
話
を
し
ま
し
た
。

住
職　

あ
と
、
平
井
さ
ん
が
よ
く
実
験
と
い
う

か
、
池
に
月
が
映
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

三
浦　

月
見
の
池
で
す
ね
。
砂
利
を
敷
く
と
ゴ

ミ
や
土
が
た
ま
っ
て
き
た
な
く
な
り
、
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
掃
除
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
避
け
る
た
め
に
下
地
を
網
目
状
に
し
、
そ
の

上
に
砂
利
を
敷
き
、
下
に
排
水
の
ス
ペ
ー
ス
を

取
る
。
顕
本
寺
か
ら
こ
こ
、
そ
し
て
猿
江
も
、

内
田
先
生
が
考
え
続
け
て
こ
ら
れ
た
ア
イ
デ
ィ

ア
で
す
。
た
だ
顯
本
寺
と
猿
江
は
池
で
は
な
い

の
で
、
こ
の
東
祥
苑
が
完
成
形
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

デ
ザ
イ
ン
、
色
使
い
は

内
田
家
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

住
職　

お
話
は
尽
き
な
い
で
す
が
、
も
う
一
つ

は
、
３
年
半
ぐ
ら
い
前
で
す
が
、
私
と
徒
弟
の

大
坪
師
が
三
浦
先
生
に
お
教
え
を
い
た
だ
い
て
、

隈
研
吾
東
大
教
授
の
退
官
に
あ
た
っ
て
最
終
連

続
講
義
が
あ
り
、
聴
講
し
た
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
隈
教
授
の
最
終
連
続
講
義
「
工
業
化
社
会

の
後
に
く
る
も
の
」
を
合
計
10
回
開
催
し
ま
し

た
。
各
界
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
ゲ
ス
ト
と
と

も
に
、
隈
教
授
が
こ
れ
か
ら
の
建
築
の
あ
り
方

を
議
論
し
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
1
講
義
に
内

田
先
生
が
ゲ
ス
ト
と
し
て
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か

ら
木
へ
」
に
つ
い
て
1
時
間
ほ
ど
の
講
義
が
あ

り
、
そ
の
あ
と
座
談
会
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
田
先
生
は
、
今
ま
で
の
研
究
や
作
品
な
ど

を
ビ
デ
オ
や
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
説
明
し
ま
す

が
、
最
初
に
戦
後
の
焼
け
野
原
の
映
像
が
出
て

き
ま
し
た
。
会
場
の
20
歳
前
後
の
学
生
に
し
た

ら
、
神
代
の
時
代
み
た
い
な
話
で
す
ね
。
あ
れ

は
す
ご
く
刺
激
的
で
し
た
。

三
浦　

ロ
シ
ア
に
建
築
を
観
に
行
っ
た
と
き
、

同
じ
建
物
が
何
キ
ロ
も
ず
っ
と
続
く
プ
レ
ハ
ブ

団
地
を
見
て
、
プ
レ
ハ
ブ
の
行
く
末
は
こ
う
だ

と
。
そ
こ
で
頭
を
切
り
替
え
ら
れ
た
の
が
内
田

先
生
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
日
本
の
伝
統
的
な

シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
っ
た
も
の
を
工
業
化
の
後

に
ま
た
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

そ
こ
ら
辺あ

た
り
の
こ
と
を
、
隈
さ
ん
が
上
手
に
引
き

継
が
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

プ
レ
ハ
ブ
建
築
に
関
し
て
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
は
、
世
話
人
の
田
邊
義
雄
さ
ん
と
は
気
が

合
っ
た
ん
で
す
ね
。

住
職　

な
る
ほ
ど
。
講
義
の
後
の
議
論
も
、
教

養
学
部
の
と
き
に
は
内
田
先
生
の
講
義
を
受
け

る
前
は
プ
レ
ハ
ブ
建
築
と
い
う
か
ら
冷
た
い
先

生
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
材
木

と
か
竹
を
使
う
と
こ
ろ
に
は
、
木
造
建
築
に
対

す
る
思
い
が
強
く
あ
り
、
温
か
い
印
象
を
受
け

た
と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

三
浦　

そ
う
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

住
職　

私
は
そ
れ
が
印
象
的
で
し
た
。
だ
か
ら
、

先
生
の
思
想
と
か
思
い
、
ア
イ
デ
ア
と
い
う
の

は
、
本
当
に
今
の
方
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
忘
れ

て
は
い
け
な
い
の
は
、
ゼ
ネ
コ
ン
の
大
き
い
会

社
の
経
営
の
方
た
ち
に
も
、
内
田
先
生
の
ス
ピ

リ
ッ
ト
と
い
う
の
は
や
は
り
あ
る
で
し
ょ
う
か
、

先
生
。

三
浦　

多
分
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
の
社
会
の

流
れ
の
中
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
ど
こ
ま
で

生
か
さ
れ
て
い
る
か
。
む
し
ろ
研
究
体
制
と
か
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
中
で
は
受
け
継
が
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
裾
野
に
ま
で
広

が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
疑
問
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
前
代
か
ら
継
承
さ
れ
る
手
作

り
的
な
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
か
け

る
先
生
の
思
い
と
、
出
来
上
が
っ
た
と
き
に
誰

後
に
、「
建
築
と
い
う
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
人
を

幸
福
に
も
す
る
し
、
そ
う
で
も
な
い
こ
と
も
。
た

だ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
、
ど
う
し
た
ら
幸
福

に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
も
建

築
の
役
割
」
と
い
う
、
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
お

話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
も
う
内
田
先
生
と
40
年
間
お
付
き
合
い

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
そ
う
い
う
意

味
で
は
幸
福
だ
っ
た
し
、
最
初
に
言
っ
た
よ
う
に
、

菩
提
寺
、
そ
れ
は
祥
三
先
生
、
ま
た
、
そ
の
前
の

ご
先
祖
か
ら
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
本
当
に
大
き

く
妙
壽
寺
に
多
く
の
も
の
を
内
田
先
生
お
一
人
に

お
残
し
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
祥
士
先
生

に
も
同
じ
よ
う
な
お
気
持
ち
で
お
尽
く
し
を
い

た
だ
い
て
き
た
と
い
う
の
に
感
謝
申
し
上
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

早
苗
さ
ん
、
内
田
先
生
と
の
40
年
の
お
付
き

合
い
に
つ
い
て
ご
感
想
を
お
願
い
し
ま
す
。

早
苗　

最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
写
真
を

見
る
と
本
当
に
怖
い
顔
で
、
そ
れ
が
最
初
の
印

象
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
い
ろ
い
ろ
お
話

し
て
み
る
と
、
本
当
に
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
い
ろ

い
ろ
教
え
て
く
だ
さ
り
、
お
話
が
で
き
た
の
は

よ
か
っ
た
な
と
今
で
も
思
い
ま
す
ね
。

住
職　

冒
頭
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か

ら
妙
壽
寺
と
し
て
内
田
先
生
の
ご
遺
志
を
改
め

て
考
え
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
か
ら
、

先
生
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
を
、
大
変
お
こ
が
ま
し
い
で
す
が
、
思
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

三
浦
先
生
、
こ
れ
か
ら
先
生
に
は
猿
江
別
院

の
大
き
な
位
牌
堂
と
い
う
重
荷
が
の
し
か
か
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
辺
も
含
め
て
、
お

一
言
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

三
浦　

初
め
て
先
生
と
協
働
し
た
N
E
X
T
21

の
６
０
３
住
戸
の
主
題
は
‘
き
’
が
わ
り
の
家

で
、
気
分
、
季
節
、
時
期
、
何
れ
の
生
活
の
場

面
に
も
対
応
で
き
る
住
ま
い
を
設
計
し
ま
し
た
。

そ
の
後
Ｖ
フ
レ
ー
ム
と
い
う
ア
ル
ミ
の
可
動
間

仕
切
り
の
シ
ス
テ
ム
を
基
軸
に
し
た
イ
ン
テ
リ

ア
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
‘
き
’
が
わ
り
の
假
具

と
名
づ
け
引
き
続
き
先
生
と
一
緒
に
考
え
て
き

た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
先
生
は
よ
く
「
臨
機

応
築
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
趣
旨
を
表
現
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

3
月
10
日
、
先
生
の
事
務
所
で
猿
江
納
骨
堂

の
エ
ス
キ
ス
を
見
て
い
た
だ
い
た
の
が
お
会
い

し
た
最
後
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
そ
の
計
画
を
つ
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
が
、
江
東
区
の
不
条
理
な
条
例
で
納

骨
堂
と
し
て
活
用
で
き
る
の
は
約
10
年
後
、
そ

れ
ま
で
、
で
き
た
建
物
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

使
わ
れ
方
が
さ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
応
じ

た
「
臨
機
応
築
」
が
設
計
テ
ー
マ
に
な
る
の
だ

ろ
う
と
、
あ
ら
た
め
て
先
生
の
言
葉
を
噛
み
し

め
て
考
え
て
見
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

住
職　

と
も
か
く
内
田
先
生
は
こ
の
お
寺
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
お
方
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
も
ま
た
内
田
先
生
の
お
気
持
ち
を
大
切
に
、

お
寺
を
前
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
日
は
長
時
間
に
わ
た
っ
て
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
了
）

が
責
任
を
取
る
の
か
と
い
う
の
が
重
要
な
課
題

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
責
任
が
か
つ
て
は
棟
梁
に
よ
る
設
計
施
工

で
担
保
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
今

日
の
請
負
制
度
や
建
築
基
準
法
や
建
築
士
法
な

ど
の
法
制
度
で
肩
代
わ
り
で
き
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
問
題
意
識
で
す
。
先
ほ
ど
隈
研
吾

さ
ん
の
話
が
で
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
も

の
づ
く
り
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
の
が
彼
だ
ろ
う

と
、
内
田
先
生
は
評
価
し
て
い
ま
し
た
ね
。

住
職　

先
日
、『
隈
研
吾
に
よ
る
隈
研
吾
』
を
読

み
ま
し
た
が
、
内
田
先
生
と
お
父
様
の
祥
三
先

生
の
話
が
面
白
く
て
。
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
の

こ
と
、
内
田
先
生
と
原
武
史
（
京
都
駅
ビ
ル
設

計
の
内
田
門
下
生
）
さ
ん
の
項
目
は
ぜ
ひ
読
ん

で
ほ
し
い
で
す
。

三
浦　

僕
も
読
み
ま
し
た
。
妙
壽
寺
と
内
田
先

生
の
お
父
さ
ん
と
の
関
係
で
は
、
ご
住
職
が
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
客
殿
の
移
築
に
内
田
祥
三
が

関
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず

間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

客
殿
を
文
化
財
に
し
た
と
き
に
、
そ
の
状
況

証
拠
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う

と
、
内
田
祥
三
は
建
築
基
準
法
の
基
に
な
る
市

街
地
建
築
物
法
の
制
定
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
も
と
も
と
の
柱
の
太
さ
だ
と
、
そ
の
規
準

に
満
た
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
移
築
時
に
何

本
か
柱
を
太
く
し
て
い
る
ん
で
す
。
な
ぜ
そ
れ
が

分
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
柱
間
に
入
る
障
子

の
召
し
合
わ
せ
の
重
な
り
が
大
き
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
少
し
太
く
し
た
柱
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
客
殿
は
栂と

が
ぶ
し
ん

普
請
と
い
っ
て
高
級
な
栂
を
使
っ

た
建
物
な
の
に
、
太
く
し
た
柱
は
杉
材
な
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
、
そ
の
柱
が
移
築
時
に
交
換
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
の
太
さ
が
ち
ょ
う
ど
市
街
地
建

築
物
法
に
書
い
て
あ
る
基
準
通
り
な
と
こ
ろ
か

ら
内
田
祥
三
の
関
与
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

早
苗　

隈
研
吾
さ
ん
の
こ
と
で
言
う
と
、
今
回

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
の
、
あ
た
か
も
満
員

で
あ
る
よ
う
に
椅
子
が
並
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
。

あ
れ
は
無
観
客
に
な
っ
た
の
を
見
越
し
て
い
た

み
た
い
な
感
じ
が
し
て
。

三
浦　

あ
れ
は
、
隈
さ
ん
が
内
田
先
生
の
色
使

い
を
引
き
継
い
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。

住
職　

ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
で
す
。

三
浦　

ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
の
陰
影
や
色
合
い

の
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
す
ね
。
内
田
祥
士
先
生
の
西
祥

苑
の
屋
根
を
い
ろ
い
ろ
な
色
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
を

混
ぜ
て
葺
く
デ
ザ
イ
ン
も
そ
う
で
、
内
田
家
伝

統
の
D
N
A
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の
作

品
で
は
N
E
X
T
21
の
外
壁
が
そ
う
で
す
。
遠

目
に
は
無
地
と
見
え
る
織
物
が
近
づ
く
と
多
色

の
糸
で
織
ら
れ
た
陰
影
が
見
ら
れ
る
色
使
い
が

狙
い
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
会
場
と
は
目
的
や
効

果
は
真
逆
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
技
術
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
あ
れ
は
隈
さ
ん
な
り
の
内
田
先
生
の

継
承
か
見
事
な
本
歌
取
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

妙
壽
寺
に
多
く
の

建
築
の
「
幸
福
」
を
残
す

住
職　

内
田
先
生
は
「
テ
ラ
ス
13
号
」
で
、
最

早苗靖夫総代 三吉廣明上人 三浦清史先生

宗
祖
聖
誕
8
0
0
年
記
念
・
本
堂
落
慶
35
周
年
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

早
苗
靖
夫
氏
（
早
苗
家
12
代
目
当
主
・
当
山
総
代
）

三
浦
清
史
先
生
（
こ
う
だ
建
築
設
計
事
務
所
代
表
）

三
吉
廣
明
上
人
（
当
住
上
人
）

令
和
3
年
9
月
13
日
10
時
30
分
よ
り
　
於
妙
壽
寺
（
東
祥
苑
・
持
仏
の
間
）

鼎
談
「
内
田
祥よ

し
ち
か哉
先
生
の
思
い
出
」（
下
）


