
●
9
月
1
日　

秋
山
智
英
氏
（
元
林
野
庁
長
官
）
逝
去

（
瑞
林
院
智
覚
日
英
居
士
行
年
94
歳
）

同
5
、
6
日
当
山
ご
宝
前
に
お
い
て
通

夜
、
葬
儀
奉
修
。

●
9
月
1
日　

古
宅
義
鷹
氏
ご
寄
進

ご
母
堂
史
主
子
刀
自
ご
遺
品
の
お
茶
道

具
等
を
ご
寄
進
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
9
月
22
日　

彼
岸
会
中
日
合
同
法
要　

2
0
0
余

名
参
拝

●
10
月
10
日　

お
衣
替
え
（
日
蓮
聖
人
御
着
衣
の
本
衣

五
条
お
衣
替
・
正
隆
会
）

●
10
月
17
日　

東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ　

お
祝
い
会

●
11
月
2
日　
「
酉
の
市
」
一
の
酉
開
催（
二
の
酉
11
月

14
日
、
三
の
酉
11
月
26
日
開
催
）
於
浅

草
長
國
寺
（
当
山
組
寺
）

●
11
月
3
日　

十
一
時
よ
り
当
山
歴
代
上
人
法
要
❶
、

午
後
二
時
よ
り
御
会
式
法
要
・
鬼
子
母

神
遷
座
法
要
・
矢
吹
泰
英
上
人
百
ヶ

日
法
要　

約
1
5
0
名
参
拝

●
11
月
7
日　

第
10
回
竹
灯
籠
能
＆
落
語
独
演
会

落
語
独
演
会
は
、
春
風
亭
一
之
輔
師
匠

に
よ
る
演
目
「
普
段
の
袴
」「
佐
々
木
政

談
」
。
竹
灯
籠
能
は
浅
見
慈
一
師
に
よ
る

「
石

し
ゃ
っ
き
ょ
う
橋
」
を
演
じ
ま
し
た
。
今
回
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
策

と
し
て
観
客
数
を
制
限
し
、
1
0
0
名

余
の
参
加
で
し
た
。
❷
❸

●
11
月
8
日　

千
葉
珠
惠
（
当
住
上
人
妹
）
七
回
忌
法

要
（
慈
隆
院
妙
珠
日
惠
大
姉
）
❹

●
11
月
13
日　

村
上
恭
子
夫
人
ご
寄
進

ご
母
堂
黒
田
輝
子
刀
自
ご
遺
品
の
茶
道

具
等
を
ご
寄
進
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
11
月
14
日　

大
阪
・
妙
道
寺
（
住
職
高
橋
顕
昭
上
人
）

高
橋
妙
子
夫
人（
事
徳
院
惠
龍
日
淳
大

姉　

行
年
82
歳
）逝
去
。
同
16
日
、
当
住

上
人
、
石
塚
泰
道
師
は
妙
道
寺
に
弔
問
。

●
11
月
24
日　

納
骨
堂
見
学
会
（
都
内
５
カ
寺
）

●
11
月
29
日　

丸
山
コ
ト
夫
人
五
十
回
忌
法
要
（
徳
光

院
浄
貞
妙
琴
大
姉
）
同
刀
自
は
彫
刻
家

吉
田
芳
明
・
白
嶺
両
先
生
の
実
妹

●
12
月
3
日　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
ベ
ン
チ
、

当
山
山
門
前
に
設
置
❺

烏
山
駅
前
通
商
店
街
振
興
組
合
・
田
中

省
一
専
務
理
事
（
当
山
檀
家
世
話
人
）

の
仲
介
に
よ
る

●
12
月
8
日　

東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ
成
道
会

於
麻
布
善
福
寺

●
12
月
12
日　

正
隆
会　

年
末
唱
題
会

●
12
月
24
日　

お
焚
き
上
げ
法
要

1 月 9 日  初題目・勉強会
　　　　  「日蓮紀行」拝読 11
2 月 2日  節分会追儺式（豆まき）
3月13日  勉強会「日蓮紀行」拝読 12
4月10日  勉強会「日蓮紀行」拝読 13
5月 8日  勉強会「日蓮紀行」拝読 14
6月12日  勉強会「日蓮紀行」拝読 15
正隆会「春のウォーク」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中止となります。

　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）

節分会追善式（豆まき）

春季彼岸会中日法要

2 月2日（火）

3月20日（祝・土）

新型コロナウイルス感染の拡大防止策を
寺内に施した上、奉修いたします。

当住上人
の
宗務院宗務院diarydiary

9/4,10/15,11/20,12/2,12/23　 
 内局会議
9/14  僧階詮衡会　於京都・本能寺
9/28～30　 千葉教学講習会  

於上総一ノ宮・松涛軒
10/15　 宗門史編纂委員会・  

完成報告法要❻
10/22　 門連京都理事会  

於岩倉・妙満寺❼
11/16　 教学研究所主任会（Web)

新規墓所 3ヵ所募集

3 尺×4尺＝6基
3尺×3尺＝6基
2尺×2尺＝8基

永代使用墓所を新規募集します。

詳細は春彼岸案内にお知らせします。

（明治30年以来123年ぶりに２日となります）

　「寺町」と呼ばれるこの地域は、北烏山２～６丁目にかけ
て、南北貫く寺町通りを中心に計 26の寺院が整然と立ち並
ぶ。美しさと静寂が調和した街並みは「小京都」とも称される。
　成り立ちは、1923 年（大正 12）の関東大震災に遡る。大震
災では東京の下町を中心に多数の寺院が被災。復興に伴う区
画整理などにより、焼け出された寺院は周辺地域に移転して
寺町を形成した。自然豊かな烏山には浅草、築地、麻布など
の寺院が相次いで移ってきた。
　寺町といっても宗派は様々だ。世田谷区のホームページに
掲載されている「烏山寺町ぶらり散策マップ＊」を参考に各
寺院を訪ねると、歴史だけでなく、それぞれ個性があること
に気づく。見どころは盛りだくさんだが、季節柄、最も印象
に残ったのは妙壽寺の門前で黄色に染まった巨大なイチョ
ウの木だった。住職の三吉廣明さんは「この地に開墾した世
代が将来のことを考えて努力を重ねてきたからこそ、緑あふ
れる寺町ができた。しっかりと残していきたい」と話す。

　観光地ではない。京都の
ようなスケールもないが「ま
た訪れたい」と思わせる魅
力が詰まっている。そんな
懐の深さを感じる街だった。
（日本経済新聞令和２年11月28日版     
　一部抜粋）

「烏山寺町」（無料）書籍をご希望の
方は、ご連絡ください。配布いたし
ます。

　

あ
な
た
が
旅
立
っ
て
も
う
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
私
に
は
あ
っ
と
い
う
間
に
し
か
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

あ
な
た
は
ど
う
過
ご
し
て
い
ま
す
か
？

　

仏
さ
ま
の
住
む
世
界
の
居
心
地
は
ど
う
で
す
か
？
寒
い
の
が
苦
手
な
あ
な
た
は
寒
い
朝
の
ご
修
行
に
苦

労
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
一
年
経
っ
て
夢
に
も
現
れ
な
い
の
は
、
余
程
そ
ち
ら
の
世
界
で
楽
し

い
出
来
ご
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

私
の
事
は
心
配
し
な
く
て
も
大
丈
夫
で
す
。
周
り
の
方
の
優
し
さ
に
包
ま
れ
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま

す
。
見
え
て
い
ま
す
よ
ね
？
な
ん
と
私
、
毎
日
ご
飯
作
っ
て
い
ま
す
。
信
じ
ら
れ
ま
す
か
？
あ
な
た
が
居

た
時
、
料
理
は
あ
な
た
に
お
任
せ
で
し
た
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
毎
日
出
て
く
る
料
理
を
「
美
味
し
い
」

と
か
「
あ
り
が
と
う
」
っ
て
私
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
ね
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
料
理
を
作
る
こ
と
で
、
あ
な

た
が
作
り
置
き
し
て
い
た
ハ
ン
バ
ー
グ
2
個
、冷
凍
庫
の
底
に
見
つ
け
ま
し
た
。
二
人
で
食
べ
る
予
定
だ
っ

た
の
に
私
ひ
と
り
で
食
べ
ま
し
た
、
美
味
し
か
っ
た
で
す
よ
、
近
頃
は
料
理
つ
く
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

で
も
あ
な
た
を
身
近
に
感
じ
て
い
ま
す
よ
、毎
日
お
水
を
替
え
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
、お
線
香
を
手
向
け
る
、

ご
成
仏
を
祈
る
、
そ
れ
だ
け
の
事
で
す
が
、
生
き
て
い
る
者
か
ら
仏
さ
ま
へ
出
来
る
事
、
毎
日
同
じ
こ
と

を
繰
り
返
す
、
心
の
中
に
住
ん
で
い
る
あ
な
た
に
語
り
か
け
る
、
掛
け
替
え
の
な
い
時
間
は
こ
れ
か
ら
も

日
常
生
活
と
し
て
大
事
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

仏
さ
ま
に
な
っ
て
一
年
、
ま
だ
ま
だ
あ
な
た
は
修
行
の
道
が
続
き
ま
す
ね
。
私
も
あ
な
た
に
会
い
に
何

時
行
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
も
う
少
し
こ
ち
ら
で
私
が
出
来
る
事
を
し
て
か
ら
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

あ
な
た
に
笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
一
生
懸
命
、
毎
日
を
過
ご
し
ま
す
ね
。

（
当
住
徒
弟　

園
田
顕
敦
）

【
ご
報
告
】
12
月
20
日（
日
）園
田
み
あ
き
夫
人（
清
華
院
妙
和
日
恵
大
姉
）第
一
周
忌
法
要
が
、
当
山
本
堂
に
お
い
て

筆
者
施
主
に
て
粛
や
か
に
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

一周忌を迎えて

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。

（当山撮影）

新しい歳を壽ぎ御多幸をお祈り致します。
疫病の早期収束を祈願致します。

令和三年元旦

「涅槃図」より　中村美希・画

43No.

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３年 1月 1日発行

ひと・まち 探訪
烏山（東京・世田谷）

寺町、イチョウ輝く「小京都」

No.3リレーコラム

て
ら
に
っ
き

て
ら
に
っ
き

寺
日
記

◆
妙
壽
寺
客
殿
保
存
会

　
「
妙
壽
寺
客
殿
」
は
、
平
成
20
年
に
世
田
谷
区
指
定

有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
区
と
と
も
に
次
代

に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
客
殿
を
使
い
続
け
、
適

切
な
維
持
管
理
が
必
要
で
す
。

　

一
口
１
０
、0
0
0
円
、
ご
寄
付
は
何
口
で
も
お
受

け
付
け
い
た
し
ま
す
。

◆
当
山
　
南
側
樹
木
伐
採
・
清
掃

　

夏
の
終
わ
り
に
、
造
園
業
の
箭
内
デ
ザ
イ
ン
工
業
代

表
箭
内
利
章
氏
と
そ
の
職
員
に
よ
り
、
精
力
的
に
樹
木

を
伐
採
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
併
せ
て
西
側
に
あ

る
松
大
木
の
囲
み
塀
を
修
復
し
ま
し
た
。

　

ご
賛
同
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
、
ご
志
納
（
金
額
は
自

由
で
す
）
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
僧
侶
衣え

帯た
い

　

当
山
弟
子
職
員
の
夏
冬
の
衣え

帯た
い

、
所
持
の
仏
具
な
ど
の

ご
寄
進
の
お
志
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

《
お
布
施
と
は
》

お
布
施
に
は
、
3
つ
の
布
施
が
あ
り
三
施
と
い
い
ま
す
。

一
、法ほ
う

施せ

と
は
、
お
経
を
読
み
、
教
え
を
弘
め
る
こ
と
。

二
、
身し
ん

施せ

と
は
、
身
で
施
す
。
寺
院
・
僧
侶
の
役
に
立
つ
。

三
、
財ざ

い

施せ

と
は
、
金
銭
や
衣
服
食
料
な
ど
の
財
を
施
す
こ
と
。

　

当
山
檀
家
で
東
京
題
目
会

所
属
の
坂
本
夫
人
は
、
毎
週

の
よ
う
に
当
山
境
内
の
草
取

り
清
掃
を
ご
奉
仕
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
い
つ
も
微
笑

み
を
絶
や
さ
ず
、
物
静
か
な

ふ
る
ま
い
の
お
方
で
す
。

鵠
沼
・
晴
明
庵

11
月
23
日
　
御
会
式
法
要
。
10
余
名
ご
修
行

桑
港
・
日
蓮
教
会

当
分
の
間
、
諸
行
事
お
よ
び
文
化
教
室
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
す

べ
て
中
止
と
な
り
ま
す
。

猿
江
・
猿
江
別
院

10
月
2
日
・
12
月
4
日
　
写
経
会
開
催

﹇
お
礼
﹈
前
号
以
来
、
ご
寄
進
賜
っ
た
皆
様
に
は
心
よ
り
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
寄
進
の
お
願
い

身し
ん

施せ

の
人
・
坂
本
幸
子
夫
人

矢
吹
上
人
御
遷
化

当山境内で
「木の実拾い」

　
前
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
福
島
・

立
正
院
矢
吹
泰
英
上
人
（
照
隆
院
日

意
上
人
）
の
本
葬
は
、
8
月
29
日
奉

修
。
彼
岸
会
中
日
合
同
法
要
に
お
い

て
百
ヶ
日
忌
供
養
を
併
修
い
た
し
ま

し
た
。
当
山
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し

た
ご
厚
情
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

供
養
と
祈
願

　
明
年
3
月
11
日
、
10
周
年
を
迎
え

る
東
日
本
大
震
災
の
後
、
幾
度
か
の

被
災
地
巡
拝
を
行
う
中
、
寺
院
の
役
割
は
供
養
と
祈
願
に
尽

き
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
至
り
ま
し
た
。

　
こ
の
度
の
新
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
お
い
て
、
ご
不
安

を
感
じ
る
皆
さ
ま
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
も
、
そ
の
ご

不
安
に
対
す
る
ご
祈
願
を
承
り
ま
す
。
当
山
ま
で
、

ご
相
談
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　日頃、当山では青少年
育成のため、近隣の小・中
学校を対象に当山見学等
を実施しております。10
月16日、世田谷区立烏山
北小学校１年生の課外授
業に松ぼっくりとどんぐり
拾いが行われ、西澤当山
職員が案内いたしました。

11月３日御会式お参りにて

令和 3年は
宗祖御聖誕

800年800年

❶❶

❸❸❷❷

❹❹

❺❺

❻❻

❼❼



突
然
の
お
別
れ

住
職

先
生
が
ご
他
界
さ
れ
る
そ
の
と
き
を
一
雄

様
は
よ
く
ご
存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。

川
島

そ
う
で
す
ね
。
私
は
、
自
分
の
父
で
あ
り

な
が
ら
「
先
生
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
古
い
政
治

家
の
家
族
と
い
う
の
は
、
代
議
士
さ
ん
を
み
ん
な

「
先
生
」
と
呼
ぶ
ん
で
す
ね
。
奥
さ
ん
は
「
奥
様
」

と
。
実
は
私
に
は
も
う
一
人
母
が
い
て
、
そ
の
３

人
で
長
い
こ
と
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
２
歳

ぐ
ら
い
の
と
き
に
引
き
取
ら
れ
て
、
ず
っ
と
一
緒

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
…
。

住
職

山
王
の
お
屋
敷
で
ず
っ
と
ご
一
緒
だ
っ
た

の
で
す
ね
。

川
島

そ
う
で
す
。
そ
の
前
は
、
私
も
聞
い
た
話

で
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
品
川
で
生
ま
れ
ま

し
た
。昭
和
19
年
、戦
争
も
大
分
激
し
い
と
き
だ
っ

た
の
で
、
母
の
実
家
の
群
馬
県
に
移
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
戦
争
が
終
わ
り
、
先
生
か
ら
、
田
舎

に
置
い
て
お
い
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
、
大

森
の
家
へ
引
き
取
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
一
緒

に
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
へ

ち
ょ
っ
と
出
か
け
る
時
も
、
旅
行
で
も
い
つ
も
連

れ
ら
れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
常
に
先
生
と
奥
様
と

私
と
で
外
出
し
て
、
母
は
留
守
番
で
す
。
子
供
時

代
は
そ
う
い
う
状
況
で
ず
っ
と
育
っ
て
き
た
も
の

で
す
か
ら
、
あ
ま
り
代
議
士
の
誰
々
と
い
う
認
識

が
な
か
っ
た
で
す
ね
。

住
職

年
中
一
緒
に
お
風
呂
も
入
ら
れ
た
そ
う
で

す
ね
。

川
島

そ
う
で
す
。
夏
の
間
は
別
荘
が
わ
り
に
箱

根
宮
ノ
下
の
旅
館
「
奈
良
屋
」
で
涼
し
く
て
過
ご

し
や
す
い
と
こ
ろ
で
、
私
の
記
憶
だ
と
５
才
の
こ

ろ
か
ら
お
邪
魔
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

住
職

そ
れ
で
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
が
昭

和
45
年
11
月
９
日
で
す
が
、
直
前
に
ご
旅
行
に
も

行
か
れ
て
い
た
と
か
。

川
島

え
え
。
そ
の
ひ
と
月
前
の
10
月
７
、８
、９

日
と
北
海
道
へ
。
北
海
道
は
お
気
に
入
り
で
、
北

海
道
開
発
庁
長
官
も
何
度
か
務
め
て
お
ら
れ
、
お

付
き
合
い
の
関
係
で
は
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
の
萩

原
会
長
か
ら
、
し
ば
ら
く
ぶ
り
だ
か
ら
ご
夫
妻
で

秋
の
北
海
道
は
ど
う
で
す
か
と
誘
っ
て
く
だ
さ
り
、

あ
り
が
た
く
お
受
け
し
ま
し
た
。
政
治
家
の
家
に

は
必
ず
新
聞
記
者
が
つ
い
て
い
る
ん
で
す
よ
、
不

思
議
と
。

住
職

番
記
者
で
す
ね
。

川
島

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
萩
原
さ
ん
が
気

を
利
か
せ
て
、
今
回
は
先
生
が
気
楽
に
旅
行
し

て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
新
聞
記
者
の
人
は
や
め
ま

し
ょ
う
と
あ
え
て
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
私

ど
も
の
先
生
も
そ
れ
を
快
く
受
け
て
、
先
生
と

奥
様
、椎
名
悦
三
郎
先
生
ご
夫
妻
、赤
城
宗
徳
先
生

ご
夫
妻
、篠
田
弘
作
先
生
ご
夫
妻
、浜
野
清
吾
先
生
、

山
村
新
治
郎
先
生
が
伴
っ
て
行
き
ま
し
た
。

住
職

政
治
家
の
皆
様
で
す
ね
。

川
島

そ
う
で
す
ね
。
川
島
派
の
交
友
ク
ラ
ブ

の
皆
さ
ん
も
一
緒
で
す
。
ま
た
、
日
本
画
家
東
山

魁
夷
先
生
ご
夫
妻
と
も
ご
一
緒
し
、
東
山
先
生
ご

夫
妻
は
、
函
館
へ
と
足
を
伸
ば
さ
れ
、。
そ
の
後
、

東
山
先
生
は
紅
葉
の
北
海
道
を
描
い
た
と
伺
っ
て

お
り
ま
す
。

東
京
に
戻
っ
て
、
11
月
１
日
に
川
島
連
合
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
春
と
秋
は
、
持
病
の
喘
息

で
時
々
体
調
が
崩
れ
る
と
き
が
あ
る
た
め
気
を
つ

け
て
お
り
ま
し
て
、
会
が
終
わ
っ
た
後
は
、
急
な

用
事
が
な
い
限
り
は
自
宅
で
過
ご
す
と
。
そ
れ
で
、

喘
息
を
治
め
る
た
め
に
毎
年
ハ
ワ
イ
に
出
か
け
て

い
ま
し
て
、
先
生
ご
夫
妻
と
私
の
３
人
だ
け
で
11

月
９
日
に
出
発
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
当

日
の
朝
、
寝
室
に
呼
ば
れ
ま
し
て
、
身
体
は
ど
う

で
す
か
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
て
、
本
人
は
行
く

気
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
大
丈
夫
だ
よ
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

住
職

そ
の
と
き
は
三
井
グ
ル
ー
プ
の
お
仕
事
を

さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

川
島

そ
う
で
す
。
北
炭
（
北
海
道
炭
礦
汽
船
）

の
萩
原
さ
ん
の
秘
書
に
預
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

住
職

ご
自
宅
に
帰
っ
た
と
き
は
、
先
生
は
も
う

…
。

川
島

は
い
。
自
宅
か
ら
電
話
が
あ
り
ま
し
て
、

先
生
が
亡
く
な
っ
た
と
。

住
職

そ
れ
は
び
っ
く
り
さ
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
。

喘
息
と
か
呼
吸
の
問
題
で
す
か
。

川
島

や
は
り
喘
息
の
絡
み
だ
と
思
い
ま
す
。
昔

か
ら
喉
に
た
ん
が
よ
く
た
ま
る
ん
で
す
ね
。
そ

の
日
は
、
ご
自
分
で
大
き
な
せ
き
を
し
て
ぱ
っ
と

取
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
取
れ
た
た
ん

が
随
分
大
き
か
っ
た
ね
と
言
っ
て
、
そ
の
後
そ
の

ま
ま
後
ろ
へ
ド
ー
ン
と
倒
れ
た
そ
う
で
す
。
後
ろ

で
支
え
て
い
た
家
の
女
性
が
背
中
を
さ
す
っ
て
い

ま
し
た
が
、
倒
れ
て
く
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
の
で
、

一
緒
に
倒
れ
る
ぐ
ら
い
で
し
た
。
そ
れ
で
、
家
中

が
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
、
皆
集
ま
っ
て
、
結
局
そ
れ

が
最
期
で
す
。

住
職

こ
の
お
寺
で
も
先
生
が
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
や
は
り
お
知
ら
せ
を
受
け
て
そ
れ
は
一
大
事

だ
と
。
私
は
中
学
生
で
し
た
が
、
川
島
先
生
が
亡

く
な
ら
れ
た
と
い
う
緊
張
感
が
お
寺
の
中
に
走
っ

た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

私
の
母
堂（
日
恵
尼
上
人
）が
お
供
を
連
れ
て
、

ご
自
宅
へ
車
で
向
か
っ
た
と
現
職
員
が
記
憶
し
て

い
て
、
そ
こ
か
ら
お
身
内
と
し
て
は
葬
儀
と
か
い
ろ

い
ろ
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
母
堂
が
後

年
に
よ
く
言
っ
て
い
た
の
は
、
先
程
の
萩
原
会
長
、

大
映
の
永
田
雅
一
社
長
は
池
上
本
門
寺
さ
ん
に
非

常
に
近
い
関
係
が
あ
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

川
島

は
い
、
そ
う
で
す
。

住
職

そ
の
池
上
本
門
寺
の
関
係
で
、
身
延
山
の

一
番
お
偉
い
猊
下
に
お
願
い
し
よ
う
か
と
い
う
話

が
出
て
き
た
と
き
に
、
合
同
葬
儀
（
自
民
党
・
専

修
大
学
・
千
葉
工
業
大
学
）
で
し
た
が
、
当
然

自
民
党
の
仕
切
り
と
い
う
の
は
幹
事
長
で
あ
る
と
。

当
時
の
幹
事
長
・
田
中
角
栄
先
生
は
、「
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
は

お
墓
の
あ
る
菩
提
寺
を
立
て
な
き
ゃ
い
け
な
い
」

と
い
う
裁
定
を
さ
れ
て
、
結
局
妙
壽
寺
で
お
葬
儀

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
の
母
は
尼
住
職
で
し

た
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
川
島
先
生

ほ
ど
の
お
方
な
の
で
、
東
京
に
宗
務
総
長
と
申
し

ま
し
て
我
々
の
教
団
行
政
ト
ッ
プ
の
高
名
な
お
上

人
（
宗
務
総
長
福
島
日
陽
台
下
、
後
の
大
本
山
光

長
寺
御
貫
首
猊
下
）
が
お
ら
れ
、
そ
の
お
上
人
に

葬
儀
式
場
で
あ
る
武
道
館
で
大
導
師
を
し
て
い
た

だ
い
て
、
自
分
は
副
導
師
と
い
う
こ
と
で
一
歩
引

き
下
が
っ
て
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
以
降
、
私
の
母
は
亡
く
な
る

ま
で
田
中
先
生
の
フ
ァ
ン
で
し
た
ね
。（
笑
）
そ

う
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

川
島

田
中
先
生
も
非
常
に
庶
民
的
な
方
で
、
ご

自
身
の
動
か
れ
方
も
、
心
が
体
か
ら
出
て
い
る
よ

う
な
先
生
で
し
た
ね
。

住
職

そ
う
い
う
筋
を
通
さ
れ
る
よ
う
な
方
で
し

た
。
そ
の
後
に
、
結
局
こ
の
お
寺
に
四
十
九
日
で

ご
埋
葬
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
、
川
島
先

生
は
副
総
裁
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
佐
藤
栄
作

先
生
。
そ
れ
で
墓
石
に
佐
藤
先
生
に
ご
揮
毫
い
た

だ
い
た
。
そ
の
と
き
は
、
中
学
生
の
私
は
脇
に
お

り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
埋
葬
と
い
う
こ
と
で
、
本

堂
で
奥
様
に
先
生
の
ご
遺
骨
を
お
渡
し
す
る
と

き
に
、
隣
に
佐
藤
ご
夫
妻
が
お
ら
れ
て
、
住
職
が

一
言
ご
挨
拶
し
た
と
き
は
ち
ょ
っ
と
う
つ
む
い
て

お
ら
れ
た
が
、
ご
遺
骨
が
来
た
ん
だ
と
い
う
感
じ

で
上
を
向
か
れ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
に
す
ご

く
ぎ
ょ
ろ
っ
と
し
た
眼
光
鋭
い
目
を
さ
れ
て
、
ど

き
っ
、
と
し
た
と
い
う
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
ら
、
佐
藤
先
生
の
あ
だ
名
が
「
政
界
の
団

十
郎
」
と
聞
き
、
団
十
郎
、
あ
の
目
が
ぎ
ょ
ろ
っ

と
さ
れ
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

川
島

佐
藤
先
生
と
寛
子
奥
様
に
は
、
長
い
こ
と

い
ろ
い
ろ
お
付
き
合
い
を
頂
い
て
、
今
ご
住
職
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
葬
儀
か
ら
何
か
ら
ご
配

慮
い
た
だ
き
ま
し
た
。

住
職

そ
の
後
、
先
代
の
私
の
母
堂
が
尼
住
職

を
し
て
、
も
ち
ろ
ん
川
島
家
に
は
春
秋
、
そ
し
て

夏
の
お
盆
と
お
伺
い
し
て
い
ま
し
た
。
母
が
倒
れ

た
後
に
代
務
住
職
（
沼
津
市
大
本
山
光
長
寺
元

執
事
長
・
南
之
坊
浦
辺
泰
恭
上
人
）
が
行
か
れ

て
、
私
は
20
代
か
ら
大
森
山
王
の
お
宅
に
年
３

回
は
お
経
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

当
に
私
に
と
っ
て
は
人
生
で
大
変
貴
重
な
体
験
で

し
た
。
駅
か
ら
歩
い
て
い
く
の
が
今
で
も
全
部
よ

み
が
え
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
川
島
夫
人
か
ら
は
、

川
島
は
あ
あ
だ
っ
た
、
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
お
話

も
伺
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
話
を
受
け
て
今
度

私
が
、
私
の
お
じ
弟
子
の
お
上
人
が
お
ら
れ
ま
し

て
、
そ
の
方
が
私
ど
も
の
先
々
代
・
祖
父
と
小
僧

時
代
に
川
島
先
生
の
と
こ
ろ
に
上
が
っ
て
、
縁
側

と
か
で
師
匠
が
川
島
先
生
と
す
ご
い
お
話
を
さ
れ

て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
で
お
茶
を
出
し
て
も
ら
っ

て
、
要
す
る
に
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
、
小
僧

で
す
か
ら
、
お
付
き
だ
か
ら
。

そ
の
と
き
に
ち
ら
っ
と
聞
こ
え
て
き
た
話
が
、

お
坊
さ
ん
の
政
治
家
の
方
が
い
ま
し
た
よ
ね
。
吉

田
派
の
方
が
い
て
、
寝
返
っ
ち
ゃ
っ
た
。

川
島

は
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

住
職

寝
返
っ
ち
ゃ
っ
て
、
次
の
選
挙
の
と
き
に

川
島
先
生
が
、「
あ
あ
、
も
う
彼
は
き
っ
と
駄
目

だ
ろ
う
ね
」
と
か
言
っ
て
い
た
の
を
聞
い
て
、
す

ご
く
リ
ア
ル
な
話
だ
と
伺
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

私
の
よ
う
な
政
治
事
に
直
接
関
係
な
く
て
も
、
そ

う
い
う
歴
史
に
自
分
が
タ
ッ
チ
し
た
よ
う
な
感
じ

を
受
け
て
、
す
ご
い
方
が
こ
の
お
寺
の
お
檀
家

で
お
い
で
に
な
る
ん
だ
な
と
。
そ
れ
も
考
え
て
み

れ
ば
い
ろ
ん
な
ご
縁
が
あ
っ
て
、
川
島
先
生
が
本

当
に
お
若
い
と
き
に
ご
結
婚
さ
れ
た
お
相
手
が

福
井
幸
さ
ん
と
い
う
方
で
、
坊
ち
ゃ
ん
も
お
で
き

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
最
初
に
奥
様
が
亡
く
な
り
、

大
切
に
し
て
い
た
坊
ち
ゃ
ん
が
11
歳
で
亡
く
な
っ

た
。
多
分
そ
の
と
き
に
先
々
代
が
奥
様
の
供
養

に
お
経
を
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
の
で
、

ご
縁
が
深
く
な
っ
た
と
。

川
島

そ
れ
で
、
幸
さ
ん
は
、
私
ど
も
川
島
が

今
お
借
り
し
て
い
る
墓
地
の
後
ろ
の
と
こ
ろ
に
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

住
職

今
も
、
そ
の
ご
縁
者
の
方
が
も
ち
ろ
ん
お

ら
れ
ま
す
。

川
島

存
じ
上
げ
て
い
ま
す
。
私
も
小
さ
い
頃
よ

く
か
わ
い
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
森
に
も

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
見
え
に
な
っ
て
…
。

先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
ハ
ワ
イ
の
現
地
の

方
々
か
ら
先
生
へ
の
お
悔
や
み
、
奥
様
へ
の
お
見

舞
い
が
相
次
ぎ
届
き
ま
し
た
。
翌
年
2
月
に
10
日

間
の
日
程
で
先
生
の
遺
影
を
持
っ
て
、
奥
様
と
私
、

赤
城
宗
徳
夫
人
、
篠
田
弘
作
夫
人
で
ホ
ノ
ル
ル
に

行
き
、
現
地
の
皆
様
と
お
別
れ
し
て
参
り
ま
し
た
。

身
近
過
ぎ
た
川
島
先
生
へ
の
想
い

住
職

川
島
一
雄
様
ご
自
身
、
先
生
に
対
し
て
の

お
気
持
ち
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
先
生
の
存
在

が
あ
ま
り
に
も
近
過
ぎ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
何
と

も
言
え
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。

川
島

追
想
集
『
川
島
正
次
郎
』
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
れ
を
発
刊
す
る
に
当
た
っ
て
、
私
が
書
い
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
と
家
の
者
に
話
し
た
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
や
め
な
さ
い
と
。
な
ぜ

か
と
言
う
と
、
あ
ま
り
に
近
過
ぎ
て
い
ろ
い
ろ
薄

れ
ち
ゃ
う
と
い
う
か
、
ど
う
し
て
も
す
ぐ
そ
ば
に

い
ま
し
た
か
ら
ね
。

こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
小
学
生

の
頃
、
自
転
車
に
乗
る
の
が
流
行
っ
て
い
て
、
友

達
と
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
川
島
家
で
は
自
転
車
を
買
っ
て
も
ら
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
家
に
来
る
植
木
屋
さ
ん
の
自
転
車
を

借
り
て
、
内
緒
で
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し

て
も
欲
し
く
、
何
度
も
奥
様
に
お
願
い
し
ま
し
た

が
、
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
っ
と
の

こ
と
で
承
諾
さ
れ
ま
し
た
が
条
件
付
き
で
、「
我

が
家
に
は
二
人
の
母
の
名
前
か
ら
つ
け
た
“
マ
サ

カ
ネ
”
と
い
う
登
録
馬
が
日
本
中
央
競
馬
会
に
お

り
、
レ
ー
ス
で
1
着
を
取
っ
た
ら
自
転
車
を
買
っ

て
も
い
い
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
そ

の
夢
は
叶
わ
ず
、
諦
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
後
年

に
聞
か
さ
れ
た
話
で
は
、「
川
島
家
に
は
正
孝
さ

ん
と
い
う
方
が
い
て
、
14
歳
で
自
転
車
事
故
に
よ

る
破
傷
風
で
亡
く
な
っ
た
」
と
の
こ
と
で
す
。
そ

の
た
め
、
私
が
自
転
車
に
乗
る
こ
と
を
躊
躇
さ
れ

た
よ
う
で
す
。

住
職

政
治
家
・
川
島
正
次
郎
先
生
の
貴
重
な

お
話
を
伺
っ
て
、
や
は
り
先
生
は
巨
星
な
の
だ
と
、

非
常
に
思
い
ま
し
た
ね
。
今
、
私
ど
も
の
宗
派
で

も
、
明
治
以
降
の
こ
と
、
近
現
代
の
こ
と
が
意
外

に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
話
が
出

て
お
り
ま
す
。
研
究
者
の
方
た
ち
は
戦
国
・
江
戸

時
代
を
い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
の
こ

と
が
結
構
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。

川
島

ち
ょ
っ
と
近
過
ぎ
て
し
ま
う
か
ら
で
し
ょ

う
ね
。

住
職

そ
う
で
す
。
近
過
ぎ
ち
ゃ
う
の
と
、
ま
だ

ち
ょ
っ
と
生
々
し
い
面
も
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
歴
史
の
再
評
価
の
中

で
、
私
は
川
島
先
生
と
い
う
政
治
家
を
再
評
価
さ

れ
る
べ
き
だ
と
今
回
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
過
去

に
学
ん
で
ば
か
り
い
て
は
駄
目
だ
と
い
う
ご
意
見

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
過
去
を
学
ば
ず

し
て
未
来
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
の
来
し

方
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
歩

む
べ
き
道
と
い
う
の
も
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
は
、
本
当
に
川
島
先
生

の
ご
生
涯
と
い
う
の
は
、
私
も
こ
れ
か
ら
も
う
少

し
勉
強
し
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

川
島

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
了
）

川島正次郎 かわしま・しょうじろう

明治 23 年 7 月10 日、東京日本橋で生まれる。
大正 3 年専修大学経済科卒業。内務省、東京日
日新聞記者、後藤新平東京市長秘書を経て、昭
和 3 年の総選挙で政友会から初当選。以来千葉
1区から連続 14 期。戦時中は大日本政治会情報
部長。昭和 30 年鳩山内閣の自治庁・行政管理
庁長官、36 年北海道開発庁・行政管理庁長官、
37 年池田内閣の五輪担当大臣。この間 34 年自
民党幹事長に就任し、川島派を率いて河野一郎・
大野伴睦と共に党の指導者として統率。39 年か
ら副総裁を務める。池田内閣誕生、佐藤総裁四
選工作の際の手腕は “ 政界の寝技師 ”と評された。
昭和 40 年４月、勲一等旭日大綬章を授章。
昭和 45 年 11月 9 日逝去。享年 81才。
廣徳院殿法勲政功日正大居士

佐藤首相も焼香

一周忌を前に納骨の供養が行われ、佐藤首相はじめ多く
の方々が出席（下段の衣帯姿は、先代三吉妙恵 〈智覺院
日恵〉尼上人。昭和 46 年 10 月 9 日　妙壽寺）

いなせな江戸 “ 火消し” の法被姿
（昭和 43 年 1月）

勲一等旭日大綬章に輝く
（昭和 40 年 4 月）

日本武道館で行われた合同葬儀には関係者多数が出席して故人の遺徳を
偲んだ（昭和 45 年 11月 13 日）

川島家が当山に奇贈した「纏（まとい）」
レプリカ（猿江別院展示）

ジャイアント馬場とアントニオ猪木
両選手にチャンピオン・ベルトを
贈呈（昭和 44 年 9 月）

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

聞
き
手
三
吉
廣
明
上
人

6
月
2
日（
火
）
於
・
妙
壽
寺
（
東
祥
苑
・
持
仏
の
間
）

川
島
一
雄
氏
（
公
益
社
団
法
人
中
村
積
善
会
評
議
員
）

川
島
正
次
郎
先
生
の
在
り
し
日
の
想
い
出
〈
下
〉


