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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

平成 25年 3月 1日発行

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

無
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そ
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　え 

ん

　当山檀信徒、切り絵作家の中田恒郎氏（義教院法恒居士・95歳）
が 2月 1日、逝去されました。同氏は 65歳で定年後、切り絵
制作に打ち込まれ、数々の秀れた作品を制作し、展覧会にて各
賞を受賞されました。さらに、切り絵同好会では会長等を務め、
指導者として活躍されました。
　同月 5日の葬儀の後の喪主ご長男・中田裕嗣氏はご挨拶で「父
は、退職後の切り絵制作が生き甲斐でした。私は残念ながらそ
の能力を継承できませんでしたが、多くの方々に教授できたこ
とは、幸せな人生であったと思います」と感謝の言葉を述べら
れました。

　
2
月
18
日
の
讀
賣
新
聞
夕
刊
に
「
東
日
本
大
震
災
で
焼
損
し
た
鐘
を
見
つ
め
る
江
岸
寺
の
大お

お

が
萱
生
住
職
（
岩
手

県
大
槌
町
で
）」
と
い
う
説
明
の
あ
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
写
真
に
は
雪
の
上
に
斜
め
半
分
に
割
れ
、
焼

き
た
だ
れ
た
梵
鐘
に
数
本
の
卒
塔
婆
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
岩
手
県
釜
石
市
と
山
田
町
に
挟
ま
れ
た
大
槌
町
も
、

そ
の
甚
大
な
被
害
は
度
々
報
道
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
鐘
を
見
る
と
、
当
山
山
門
に
入
っ
て
左
側
に
安
置
し
た
梵
鐘
を
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
草
創
間

も
な
い
当
山
に
、
当
時
の
名
工
で
あ
っ
た
釜
六
（
大
田
近
江
大
掾
藤
原
正
次
）
が
鋳
造
し
た
鐘
は
、
深
川
猿
江
の

地
に
お
い
て
関
東
大
震
災
で
、
隣
接
の
ガ
ス
会
社
の
爆
発
火
災
に
よ
り
穴
が
開
き
破
損
し
、
音
も
出
ぬ
も
の
と
な

り
、
太
平
洋
戦
争
当
時
の
金
属
提
出
を
免
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
新
本
堂
再
建
の
時
、
旧
本
堂
解
体
の
折
、
そ

の
内
陣
柱
を
再
利
用
し
屋
根
を
付
し
て
安
置
し
た
も
の
で
す
。

　
当
山
は
三
八
二
年
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
で
、
江
戸
東
京
の
歴
史
と
共
に
あ
り
、
私
共
の
祖
先
は
、
そ
れ
は
多

く
の
災
害
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
忍
耐
と
努
力
の
上
に
再
生
復
興
し
た
歴
史
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
山

の
梵
鐘
を
見
る
に
つ
け
、
そ
れ
は
数
代
の
祖
父
母
と
そ
の
時
代
の
人
々
が
前
向
き
に
、
そ
し
て
血
の
に
じ
む
よ
う

な
努
力
を
し
て
頂
い
た
お
陰
で
、
今
日
の
我
々
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
間
も
な
く
迎
え
る
大
震
災
三
回
忌
の
日
に
、
私
共
は
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
、
心
に
刻
み
、
被
災
地
の

方
々
に
心
を
寄
せ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

切り絵作家 中田恒郎氏 逝去

中田恒郎作
「妙壽寺境内」
 38 × 26cm

東祥苑（新庫裡）持仏の間

4 月 13 日（土） 写経会
5月 4日～6日 関西二大本山（本能寺・本興寺）
  門祖日隆聖人　第550遠忌法要巡拝旅行
6 月 8 日（土） 勉強会「心が温かくなる日蓮の言葉」拝読8
7 月 13 日（土） 興隆学林教授・平島盛龍先生講師勉強会
8 月   休 講

　護法会会費は当山護寺のために、全お檀家からご理解とご協力
をいただいております。下記の項目について心当たりのある方は、
護法会入会の有無、会費の口数などご確認の上、変更等がござい
ましたら、ご連絡ください。
1. 入檀時の説明不足等で、一部に入檀時からの会費をお納めいただ
いていない場合。
2. 入檀時からある期間お納めいただいた後、中断している場合。
3. 今まで納めていただいた登録檀家者がご逝去された時に、
引き継いだ方との説明不足等で、その後中断している場合。

妙壽寺 2013春・夏スケジュール
3月 20日 水 祭  春の彼岸法要

5 月 1 日 水  猿江稲荷大祭

7月 16日 火  盂蘭盆施餓鬼法要・棚経（たなぎょう）

午前 11時：中日合同法要　初座・動物廟法要
正午 12時：歴代墓所・正隆廟法要
午後 2 時：中日合同法要　第二座

午前 11時：大祭法要
法要後、スカイツリー展望の錦糸町東武ホテルにて　
昼食懇親会
集　合：猿江稲荷社前（江東区猿江 2-5）
参加費： 参加料　3000円（猿江稲荷崇敬会費・お土産） 

昼食は実費（3000 円程度）

午後 1時：法話　午後 2時：法要
7月上旬から 15日まで、各お檀家にお盆棚経に
担当僧侶が伺います。

　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。例会は、毎回1
時半より正隆廟墓前法要を奉修しております。

予告 平成 25 年 5 月 4 日～ 6日
関西二大本山（本能寺・本興寺）門祖日隆聖人

第550遠忌大法要巡拝旅行（詳細ご案内は寺務所まで）
4 日（土） 朝、東京駅集合→新大阪より尼崎大本山本興寺大法要参拝
 →夕方、京都散策および夕食会→宿泊
5日（日） 観光地見学参拝→夕方集合して夕食会→宿泊
6日（月） 朝食後、大本山本能寺大法要参拝
 →夕方、新幹線にて東京駅へ（解散午後７時頃）

日
程
予
定

I N F O RMAT I ON
〈ご連絡・お申込は妙壽寺まで〉　電話 03-3308-1251　FAX03-3308-7427

護法会会費についてのお願い

Diary

寺日記

寿
の

●
1
月
1
日
　
元
旦
国
祷
会

　

午
前
5
時
よ
り
本
堂
に
お
い
て
、当
住
上
人
、大
坪
師
、

石
塚
師
に
て
平
成
25
年
元
旦
国
祷
会
法
要
を
奉
修
。
修

了
後
、
宗
祖
御
墓
所
等
を
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
元
旦

2
0
0
余
名
、
三
が
日
で
4
0
0
余
名
の
ご
参
拝
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

●
1
月
19
日　

新
年
会
・
総
会

　

午
後
2
時
よ
り
本
堂
に
お
い
て
平
成
25
年
年
頭
会
の

祈
願
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
3
時
よ
り
総
代
世
話
人
婦

人
会
お
よ
び
職
員
等
50
余
名
の
出
席
の
も
と
、
役
員
・

婦
人
会
総
会
を
開
催
。
昨
年
の
事
業
報
告
と
本
年
度
の

行
事
予
定
、事
業
計
画
等
を
ご
協
議
い
た
だ
き
ま
し
た
。

4
時
か
ら
懇
親
の
新
年
会
が
開
か
れ
、
今
回
は
昨
年
9

月
3
日
に
当
住
上
人
と
宮
城
県
女
川
町
被
災
地
訪
問
に

同
行
さ
れ
た
落
語
家
・
三
遊
亭
こ
う
も
り
師
（
写
真
）

を
招
き
、
落
語
一
席
と
、
福
引
き
が
賑
々
し
く
行
わ
れ

ま
し
た
。

●
1
月
20
日　

長
国
寺
先
代
二
十
七
回
忌
法
要

　

酉
の
市
主
催
で
有
名
な
浅
草
酉
の
寺
・
長
国
寺
の
先

代
住
職
本
立
院
日
雄
上
人
（
大
本
山
鷲
山
寺
御
歴
世
）

の
第
二
十
七
回
忌
法
要
が
感
応
寺
住
職
福
島
典
雄
御
導

師
に
て
、
組
寺
・
御
弟
子
上
人
出
仕
、
関
係
各
位
の
出

席
に
よ
り
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
。

●
1
月
23
日
　
教
区
新
年
会

　

銀
座
ア
ス
タ
ー
御
茶
ノ
水
賓
館
に
お
い
て
、
平
成
25

年
東
京
教
区
新
年
会
が
寺
院
教
会
上
人
30
余
名
に
て
開

催
さ
れ
、
本
年
の
諸
行
事
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、

な
ご
や
か
な
会
と
な
り
ま
し
た
。

●
1
月
30
日
　
全
日
本
仏
教
会
新
年
会

　

港
区
芝
の
ザ
・
プ
リ
ン
ス
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
東
京
に

て
㈶
全
日
本
仏
教
会
の
新
年
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、

加
盟
団
体
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
当
住
上
人
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。

●
2
月
3
日
　
節
分
会

　

恒
例
の
節
分
会
法
要
が
10
名
余
に
て
奉
修
さ
れ
、
本

堂
正
面
、
玄
関
に
て
豆
ま
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
2
月
9
日
　
大
原
麗
子
邸
で
供
養
法
要

　

国
際
放
映
㈱
の
ご
依
頼
に
よ
り
、
3
月
に
上
映
さ
れ

る
テ
レ
ビ
東
京
ド
ラ
マ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
女
優 

麗
子 

炎

の
よ
う
に
」（
内
山
理
名
主
役
）
の
撮
影
初
日
、
大
原

麗
子
さ
ん
が
暮
ら
し
た
都
内
の
大
原
邸
に
て
供
養
回
向

と
ド
ラ
マ
成
功
祈
願
の
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。

●
2
月
22
日
　
教
学
研
究
発
表
大
会

　

京
都
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
第
26
回
法
華

宗
教
学
研
究
発
表
大
会
が
行
わ
れ
、
基
調
講
演
等
い

ず
れ
も
熱
の
入
っ
た
発
表
で
、
終
了
後
は
懇
親
会
が

催
さ
れ
ま
し
た
。

●
2
月
25
日
　
日
隆
上
人
第
五
五
〇
遠
忌
御
正
当
会

　

法
華
宗
再
興
通
唱
導
師
門
祖
日
隆
聖
人
御
入
滅
（
寛

正
5
年
1
4
6
4
）
よ
り
御
正
当
に
あ
た
る
こ
の
日
、

当
山
本
堂
に
お
い
て
、
ご
報
恩
謝
徳
の
唱
題
行
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

●
2
月
28
日　

婦
人
会
、
ヤ
ク
ル
ト
化
粧
品
工
場
見
学

　

新
宿
駅
と
藤
沢
駅
で
待
ち
合
わ
せ
、
婦
人
会
総
勢

17
人
で
、
藤
沢
市
の
ヤ
ク
ル
ト
本
社
湘
南
化
粧
品
工

場
へ
見
学
。

　

製
品
が
作
ら
れ
る
行
程
を
勉
強
し
な
が
ら
お
目
当

て
は
試
供
品
コ
ー
ナ
ー
へ
。
効
果
を
期
待
し
な
が
ら

お
土
産
を
手
に
、
鎌
倉
山
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
の
藤
沢

支
店
へ
向
か
い
ま
し
た
。
ラ
ン
チ
か
ら
参
加
の
当
山

職
員
も
加
わ
り
、
楽
し
く
美
味
し
い
牛
肉
を
堪
能
し

ま
し
た
。

　

食
後
は
当
住
上
人
が
兼
務
し
て
い
る
晴
明
庵
へ
。

昔
の
海
の
別
荘
の
面
影
を
残
す
建
物
と
、
庭
に
懐

か
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
皆
さ
ん
で
お
参
り
し
ま
し

た
。
歴
代
尼
上
人
も
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
。

読経の梅原師（手前）と石塚師（その奥隣）。麗子さんを演じる
内山さんと、隣（手前）は実弟・大原政光さん

天童稚児募集
稚児お練り供養では、子供たちの福智円満を祈り、
得難い仏様の勝れたお導きの因縁をいただけます。
5年に一度の行事です。この
機会に是非、ご参加いただき
ますようご案内いたします。

● 11月 3日（日・文化の日）
　お会式　
　集合時間午前 11時 30 分
●募集定員：50 名
　（定員次第締め切り）
●参 加 費：1名 6000 円



と
日
照
上
人
が
親
し
く
な
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
お
り
ま

し
た
。

　

お
そ
ら
く
日
照
上
人
が
明
治
24
年
の
生
ま
れ
で
、
小

学
校
卒
業
後
、
お
小
僧
で
広
島
福
山
か
ら
上
京
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
お
小
僧
の
と
き
か
ら
き
っ
と
銓
お
ば
あ

様
は
ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
は
と
、
時
代
的
な
背
景
と
し

て
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
か
ら
の
ご

縁
で
、
と
り
わ
け
お
母
様
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
大
変

親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

移
築
前
の
鍋
島
客
殿
と
麻
布
界
隈

三
吉　

内
田
家
と
妙
壽
寺
と
は
三
代
に
わ
た
っ
て
、
特

に
建
築
を
通
し
て
、
ご
交
流
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
本
堂
再
建
の
途
上
で
、
内
田
先
生
は
妙
壽
寺

関
係
の
フ
ァ
イ
ル
の
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
取
り

出
し
て
お
見
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
も
鮮
明

に
覚
え
て
お
り
ま
す
の
は
、
当
時
の
深
川
の
妙
壽
寺
の

土
盛
り
工
事
の
見
積
り
や
写
真
が
出
て
き
て
、
大
正
時

代
、大
だ
い
か
い
し
ゃ
く

海
潚
と
い
う
こ
と
で
下
町
は
地
盤
が
低
く
、度
々

大
水
が
出
た
わ
け
で
す
ね
。

内
田　

あ
れ
は
確
か
清
水
建
設
さ
ん
の
資
料
館
の
寄
贈

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
土
盛
り
工
事

で
す
か
。

三
吉　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
土
盛
り
工
事
の
こ

と
を
大
先
生
に
ご
依
頼
を
し
て
、
そ
の
と
き
の
建
設
業

者
の
見
積
り
が
合
資
会
社
清
水
組
、
清
水
釘
吉
と
い
う

名
前
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
や
は
り
ひ
と
か
た
な
ら

ぬ
清
水
建
設
さ
ん
と
の
御
縁
と
い
う
こ
と
で
、
ご
子
息

様
で
あ
ら
れ
る
内
田
先
生
を
中
心
に
、
清
水
建
設
に
本

堂
再
建
の
ご
依
頼
を
し
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
と
思
い

ま
す
ね
。

　

そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
も

そ
も
今
の
鍋
島
客
殿
が
現
在
地
の
ロ
シ
ア
大
使
館
か
ら

移
築
さ
れ
る
と
き
も
、
多
分
大
先
生
の
ご
仲
介
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
。
お
母
様
の
み
祢
御
母
堂
様
の
ご

文
章
に
も
そ
れ
ら
し
い
箇
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の

辺
り
は
先
生
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

内
田　

私
は
そ
の
話
は
前
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
世
田
谷
区
が
詳
し
く
調
べ
て

お
ら
れ
る
事
情
（
注
＝
世
田
谷
文
化
財
審
議
会
稲
葉
和

也
先
生
）
を
詳
し
く
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

私
が
知
っ
て
い
た
の
は
ソ
連
大
使
館
（
注
＝
現
ロ
シ
ア

大
使
館
）
の
あ
た
り
に
大
き
な
家
が
あ
り
、
取
り
壊
さ

れ
る
の
が
も
っ
た
い
な
い
か
ら
妙
壽
寺
さ
ん
に
引
き
受

け
な
い
か
と
い
う
お
勧
め
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で

し
た
。
で
す
か
ら
、
私
が
後
で
お
話
し
し
た
と
き
も
、

ソ
連
大
使
館
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
し
た
け
ど
も
、

そ
れ
か
ら
先
に
鍋
島
さ
ん
と
い
う
の
は
、
現
地
の
瓦
に

鍋
島
さ
ん
の
紋
（
鍋
島
杏ぎ
ょ
う
よ
う

葉
）
が
つ
い
て
い
た
こ
と
か

ら
知
っ
た
の
で
、
鍋
島
さ
ん
の
お
家
だ
と
い
う
こ
と
は

全
く
私
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
吉　

当
時
の
大
先
生
の
い
ろ
い
ろ
な
ご
関
係
の
中
、

そ
う
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
先
生
が

お
調
べ
い
た
だ
い
て
、
当
時
の
地
図
に
天
文
台
（
国
立

天
文
台
の
前
身
で
あ
る
帝
国
大
学
理
科
大
学
付
属
東
京

天
文
台
。
明
治
21
年
、
現
在
の
麻
布
飯
倉
に
設
置
）
が

近
く
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
（『
本
覚
山　

妙
壽
寺
』

昭
和
60
年
刊
）
さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

内
田　

そ
う
で
す
。
飯
倉
に
は
東
京
大
学
の
天
文
台
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
天
文
台
が
調
布
の
ほ
う
に
引
っ
越
す

こ
と
に
な
り
、
そ
ん
な
関
係
で
、
話
が
あ
っ
た
と
推
察

し
て
い
た
ん
で
す
。
天
文
台
で
あ
れ
ば
、
父
も
大
変
関

係
が
深
く
、
取
り
壊
し
費
用
を
少
し
で
も
少
な
く
す
る

た
め
に
、
妙
壽
寺
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
考
え
う
る
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
本
当
は
ソ
連
大
使
館
の
敷
地
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
あ
の
辺
一
帯
、
官
庁
―
大
蔵
省
の
敷
地
な

ん
で
す
ね
。
今
で
も
競
馬
協
会
の
本
部
も
あ
り
ま
す
し
、

官
庁
合
同
会
議
所
と
い
う
の
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

　

御
住
職
と
一
緒
に
古
地
図
な
ど
を
公
文
書
館
で
見
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
れ
で
も
ソ
連
大
使
館

の
敷
地
と
い
う
の
が
鍋
島
さ
ん
の
敷
地
だ
と
い
う
こ
と

は
、
は
っ
き
り
し
な
く
て
、
秋
田
さ
ん
と
い
う
お
家
の

敷
地
と
い
う
こ
と
ま
で
で
し
た
。

三
吉　

そ
れ
は
江
戸
期
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

内
田　

秋
田
さ
ん
と
い
う
の
が
鍋
島
さ
ん
の
ご
親
戚
と

い
う
こ
と
で
し
た
ね
。
そ
の
こ
ろ
は
蓮
池
（
鍋
島
分
家
）

さ
ん
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
で
い
ま

し
た
。
最
近
に
な
っ
て
、
で
す
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
日
本
に

は
記
録
が
ち
ゃ
ん
と
ど
こ
か
に
保
存
さ
れ
て
い
て
、
調

べ
れ
ば
わ
か
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

三
吉　

ち
ょ
っ
と
お
話
が
鍋
島
客
殿
か
ら
少
し
離
れ
ま

す
が
、
私
が
浦
辺
（
泰
恭
）
上
人
（
沼
津
市
大
本
山
光

長
寺
塔
頭
南
之
坊
元
住
職
・
日
照
上
人
徒
弟
）
と
い
う
、

母
堂
先
代
上
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
代
務
住
職
し
て
い

た
だ
い
た
お
上
人
様
の
後
に
、
笄
町
の
お
宅
に
お
伺
い

を
す
る
、
夏
の
お
盆
棚
経
等
々
で
大
先
生
が
亡
く
な
ら

れ
た
後
に
行
き
ま
す
と
、
そ
の
み
祢
ご
母
堂
、
お
母
様

が
い
つ
も
大
変
親
し
く
懐
か
し
げ
に
日
照
上
人
の
お
孫

さ
ん
と
い
う
こ
と
で
大
事
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
こ
は
洋
館
と
和
館
が
あ
り
ま
し
て
、
お
経
の
後
い
ろ

い
ろ
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
お
仏
壇
が
あ

り
ま
し
た
か
ら
、
必
ず
和
館
で
し
た
。

　

私
、
先
生
の
お
話
の
中
で
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

先
生
が
お
小
さ
い
こ
ろ
に
二
・
二
六
事
件
が
あ
っ
た
と

き
に
、
そ
こ
で
近
衛
第
何
連
隊
で
し
ょ
う
か
雪
の
中
を

歩
い
て
…
。

内
田　

三
連
隊
で
す
ね
。

三
吉　

歩
い
て
い
た
と
い
う
の
を
ご
覧
に
な
る
、
す
ご

い
歴
史
を
感
じ
ま
し
た
。

内
田　

そ
ん
な
昔
で
も
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
二
・
二
六

は
。
二
・
二
六
は
音
も
聞
こ
え
ま
し
た
し
ね
。
私
の
家

は
明
治
神
宮
の
野
球
場
の
声
も
聞
こ
え
た
ん
で
す
、
早

慶
戦
な
ん
か
の
と
き
は
。
だ
か
ら
、
三
連
隊
の
騒
ぎ
も
、

声
が
当
然
聞
こ
え
た
の
で
す
。

三
吉　

昭
和
12
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
大
叔
父
の

石
田
日
天
上
人
に
誘
わ
れ
て
行
っ
た
も
う
一
人
の
叔
父
、

平
顕
明
上
人
が
二
・
二
六
の
朝
、
新
宿
に
出
た
ら
全
部

交
通
止
め
に
な
っ
た
と
。
叔
父
は
も
う
亡
く
な
り
ま
し

た
が
、
あ
の
と
き
の
異
様
な
雰
囲
気
は
い
つ
ま
で
も
忘

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

内
田　

雪
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。そ
ん
な

遠
い
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
こ
こ
（
注
＝
下
高
井
戸
ご
自

邸
）
か
ら
お
寺
ま
で
よ
り
も
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。

三
吉　

ち
な
み
に
、
私
も
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ

と
な
の
で
す
が
、
本
当
に
余
談
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
お
姉
様
が
た
ま
た
ま
安あ
ん
ご
い
ん

居
院
家
と
い
う
妙
壽
寺
の

お
檀
家
の
奥
様
と
府
立
第
三
高
女
の
同
級
生
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
第
三
高
女
は
六
本
木
に
あ
っ
た
そ
う

で
す
ね
。

内
田　

今
、
多
分
税
務
署
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

三
吉　

あ
の
辺
で
す
か
。
私
は
、
第
三
高
女
は
現
在
の

都
立
駒
場
高
校
で
、
は
じ
め
か
ら
駒
場
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

内
田　

あ
れ
は
戦
後
引
っ
越
し
て
。

三
吉　

そ
う
し
た
ら
、
先
生
の
お
う
ち
か
ら
行
け
ま
す

ね
。
歩
い
て
。
笄

こ
う
が
い町
か
ら
ち
ょ
っ
と
下
り
て
上
っ
て
。

内
田　

そ
れ
は
歩
い
て
行
け
ま
す
。
私
は
そ
の
先
の
狸ま
み

穴あ
な

、
ソ
連
大
使
館
の
前
の
と
こ
ろ
ま
で
小
学
校
の
こ
ろ
、

半
年
通
い
ま
し
た
。
な
ぜ
半
年
通
っ
た
か
と
い
う
と
、

う
ち
の
小
学
校
（
市
立
笄
小
学
校
）
が
木
造
で
、
そ
れ

を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
建
て
か
え
る
た
め
に
、
一
時

六
本
木
近
く
の
麻あ
ざ
な
か中
小
学
校
の
空
い
た
校
舎
を
借
り
て

い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
全
校
生
徒
の
上
級
生
の
3
分

の
2
ぐ
ら
い
が
延
々
六
本
木
ま
で
何
カ
月
か
通
っ
た
。

そ
う
い
う
と
き
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
六
本
木
は
す
ぐ

近
く
で
、
小
学
生
も
歩
い
て
い
け
る
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ

で
、
声
が
聞
こ
え
る
の
は
当
然
で
し
た
。

三
吉　

今
、
地
名
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
、
霞
か
す
み
町
の
交

差
点
な
ん
て
言
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

内
田　

霞
町
の
上
の
六
本
木
は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
、
そ
の
次
の
箪た
ん
す笥
町
、
今
井
町
な
ん
て
み
ん
な
な
く

な
り
ま
し
た
ね
。

三
吉　

テ
レ
ビ
朝
日
の
と
こ
ろ
、
材
木
町
も
。

内
田　

そ
う
で
す
ね
。
材
木
町
も
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

三
吉　

も
っ
た
い
な
い
と
い
う
か
、
少
し
残
念
で
す
。

内
田　

郵
便
配
達
が
不
便
だ
か
ら
と
い
う
の
で
ね
。
で

も
、
あ
の
こ
ろ
は
随
分
い
ろ
い
ろ
な
改
革
が
あ
り
ま
し

た
よ
。
広
く
言
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
指
図
な
ん
で
し
ょ
う

け
ど
も
ね
。
私
の
今
、
使
っ
て
い
る
実
印
な
ん
か
も
内

田
と
い
う
苗
字
が
複
雑
な
格
好
を
し
て
い
て
読
め
な
い

か
ら
、
だ
め
だ
と
か
ね
。
そ
れ
か
ら
、
当
用
漢
字
で
随

分
使
え
な
い
字
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
ん
な

こ
と
も
含
め
て
、
郵
便
配
達
の
合
理
化
の
た
め
に
変

わ
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
ま
た
そ
れ
が
少
し
ず
つ

も
と
に
戻
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
け
ど
。

三
吉　

大
先
生
の
作
品
集
を
先
生
か
ら
お
寺
に
ご
寄
贈

い
た
だ
い
て
あ
り
ま
す
が
、そ
の
中
で
松
下
先
生（
清
夫
・

東
京
大
学
名
誉
教
授
・
故
人
）が
お
書
き
に
な
っ
た
略
歴

を
ず
っ
と
読
ん
で
お
り
ま
し
て
、
最
後
の
ほ
う
に
ご
家
族

の
写
真
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
本
当
に
お
若
い
み
ぎ
り
の

先
生
の
お
写
真
も
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
田　

若
い
こ
ろ
っ
て
、
ち
っ
ち
ゃ
い
こ
ろ
。（
笑
）

三
吉　

も
う
一
つ
は
、
私
の
父
と
先
生
が
同
い
年
、
私

の
家
内
の
父
も
同
い
年
。
一
級
下
の
私
の
叔
父
弟
子
の

上
人
が
矢
吹
上
人
と
申
し
ま
し
て
、
今
、
福
島
に
て
お

元
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

内
田　

矢
吹
上
人
の
お
名
前
は
覚
え
て
お
り
ま
す
。

三
吉　

そ
の
矢
吹
お
上
人
が
お
父
様
の
お
葬
儀
の
後

に
、
私
に
何
度
か
そ
の
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生

に
は
ち
ょ
っ
と
失
礼
に
当
た
る
よ
う
な
お
話
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
学
生
の
頃
の
先
生
が
大
先
生
と
よ
く
口
角

泡
を
飛
ば
し
て
建
築
に
つ
い
て
論
争
し
て
い
た
と
い
う

お
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
う
い

う
建
築
の
お
話
は
よ
く
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

内
田　

余
り
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
。

三
吉　

先
生
の
ご
略
歴
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
拝
見
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

第
1
工
学
部
を
卒
業
さ
れ
て
逓
信
省
に
入
ら
れ
、
そ

の
後
に
東
大
に
奉
職
を
さ
れ
る
の
で
す
ね
。

内
田　

そ
れ
で
、
逓
信
省
と
い
う
の
は
ソ
連
大
使
館
の

前
に
あ
り
ま
し
て
ね
。

三
吉　

そ
ち
ら
ま
で
お
通
い
に
な
っ
た
。

内
田　

今
で
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
逓
信
省
の
建
物
は
、

平
面
形
が
日
と
い
う
字
の
格
好
を
し
て
い
て
、
そ
の
半

分
は
向
か
い
側
に
あ
る
ソ
連
大
使
館
が
使
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
勤
め
先
の
建
物
は
廊
下
の
突
き
当
た
っ
た
先

は
ソ
連
と
い
う
環
境
で
し
た
。
そ
し
て
、
自
宅
も
ソ
連

の
大
使
館
に
占
領
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

三
吉　

当
時
で
す
か
。
笄
町
の
あ
の
洋
館
も
和
館
も
…
。

内
田　

私
た
ち
は
和
館
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
木
造
の

和
館
が
燃
え
た
と
き
に
も
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
燃
え

移
ら
な
い
よ
う
に
洋
館
と
和
館
と
の
間
に
鉄
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
下
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
境
目
に
私
の
部
屋
は
半
畳
ぐ
ら
い
の
物
置
場
と

い
う
か
、
廊
下
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
へ
机
を
置
い

て
、
大
学
時
代
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
話
し
声
は
鉄
を

通
し
て
よ
く
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
鉄
の
カ
ー
テ

ン
の
隣
に
座
っ
て
い
た
の
で
す
。
勤
め
先
に
行
っ
て
も
ロ

シ
ア
、
う
ち
に
帰
っ
て
来
て
も
ロ
シ
ア
。

三
吉　

ロ
シ
ア
語
は
お
で
き
に
な
る
の
で
す
か
。

内
田　

で
き
ま
せ
ん
。
こ
ん
に
ち
は
ぐ
ら
い
。

三
吉　

そ
れ
で
、
ご
奉
職
さ
れ
て
東
大
の
先
生
に
な
ら

れ
て
、
内
田
研
究
室
の
時
代
に
、
最
初
の
お
話
に
戻
り

ま
す
け
ど
、
私
と
小
林
さ
ん
と
、
プ
レ
ハ
ブ
建
築
協
会

に
お
ら
れ
た
田
辺
さ
ん
が
お
邪
魔
を
し
て
お
引
き
受
け

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
田　

田
辺
さ
ん
と
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
プ
レ
ハ
ブ
建

築
協
会
で
知
り
合
い
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
ま
さ
か

妙
壽
寺
さ
ん
の
檀
家
さ
ん
の
1
人
だ
と
は
夢
に
も
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
今
で
も
そ
う
い
う
方
が
い
っ
ぱ
い
い

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
。
う
ち
も
妙
壽
寺
で
す
、
う
ち

も
妙
壽
寺
で
す
。
数
え
上
げ
た
ら
10
人
ぐ
ら
い
い
ら
っ

し
ゃ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

 

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

　

本
年
は
宗
祖
日
蓮
聖
人
の
後
に
法
華
宗
の
教
え
を
再

興
さ
れ
た
門
祖
日
隆
聖
人
の
五
五
〇
遠
忌
、
そ
し
て
本
堂

落
慶
30
周
年
を
迎
え
ま
す
。
そ
う
し
た
節
目
に
、
妙
壽
寺

に
と
り
わ
け
御
縁
の
深
い
先
生
方
の
お
話
を
伺
い
、
将
来

の
寺
門
興
隆
の
糧
と
し
て
、
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
企
画
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
一
回
は
当
山
檀
家
総
代
（
責
任
役
員
・
本
堂
建
設
委

員
長
）
の
内
田
祥
哉
先
生
で
す
。

 

本
堂
再
建
計
画
の
お
願
い
に
上
が
っ
て

三
吉　

内
田
先
生
、
本
日
は
お
忙
し
い
な
か
、
お
時
間

を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、

先
般
26
日
の
御
総
代
会
に
お
出
ま
し
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
妙
壽
寺
の
将
来
に
つ
い
て
、
深
川
に
別
院
を
と
い

う
こ
と
の
ご
協
議
を
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
お
話
し
を

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
が
先
生
に
最
初
に
お
会
い
し
た
の
は
、
先
生
の
お

父
上
、
内
田
祥よ
し

三か
ず

大
先
生
（
以
下
、
大
先
生
）
の
御
葬

儀
の
と
き
で
し
た
。
私
は
ま
だ
学
生
で
ご
ざ
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
多
分
最
初
に
お
会
い
し
て
い

る
か
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
先
生
に
一
番
お
親
し
く

さ
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
、
本
堂
再
建

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

　

多
分
、
昭
和
57
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の

総
代
の
小
林
美
之
助
さ
ん
と
、
世
話
人
の
田
邊
義
雄
さ

ん
と
私
で
、
東
大
工
学
部
11
号
館
の
内
田
研
究
室
を
お

訪
ね
し
て
、
妙
壽
寺
の
本
堂
再
建
の
計
画
に
あ
た
っ
て
、

先
生
に
建
設
委
員
会
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
お

力
添
え
を
お
願
い
し
た
の
が
最
初
と
い
う
ふ
う
に
記
憶

を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
生
の
ご
自
宅
の
こ
の
お
部
屋
に
、
恐

ら
く
何
十
回
も
い
ろ
い
ろ
な
ご
相
談
で
お
伺
い
し
て
、

そ
の
た
び
ご
と
に
私
と
し
て
は
指
導
教
授
と
学
生
の
よ

う
な
関
係
で
、
先
生
に
い
ろ
い
ろ
な
ご
教
授
を
い
た
だ

い
て
、
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
先
生
に
建
設
委
員
長
を
お
受
け
い
た
だ
き
、

妙
壽
寺
の
鍋
島
客
殿
の
1
階
12
畳
の
部
屋
で
、
当
時
ま

だ
ご
健
在
だ
っ
た
加
藤
と
く
さ
ん
、
元
総
代
の
小
松
宇

兵
衛
さ
ん
、
加
藤
眞
次
郎
さ
ん
等
が
お
い
で
に
な
る
中

で
、
住
職
三
代
の
悲
願
で
あ
り
ま
し
た
本
堂
再
建
に
つ

い
て
ご
協
議
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

内
田
先
生
、
最
初
に
御
依
頼
を
し
た
と
き
、
あ
る
い

は
建
設
委
員
会
に
お
出
ま
し
を
い
た
だ
い
た
時
の
、
そ

の
当
時
の
ご
感
想
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

内
田
先
生
（
以
下
、
敬
称
略
）　

私
、
小
さ
い
こ
ろ
か

ら
妙
壽
寺
さ
ん
の
お
話
は
、
し
み
込
む
ほ
ど
に
父
や
家

族
か
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
詳
し
く
は
あ
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
年
の
割
に
は
、
い
ろ
い
ろ
伺
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
御
住
職
が
早
く
亡
く
な
ら
れ
た

り
、
今
の
御
住
職
が
ま
だ
お
若
か
っ
た
も
の
で
、
昔
の

妙
壽
寺
さ
ん
と
ち
ょ
っ
と
違
う
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す

が
、
若
い
御
住
職
か
ら
信
頼
で
き
る
形
で
再
建
計
画
を

い
た
だ
い
た
の
で
、
何
か
ほ
っ
と
し
た
よ
う
な
感
じ
を

持
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
ね
。

三
吉　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

内
田　

た
だ
、
長
い
妙
壽
寺
さ
ん
の
苦
労
の
時
代
と
い

う
の
を
、
私
、
脇
か
ら
拝
見
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

再
建
が
本
当
に
で
き
る
の
か
し
ら
と
い
う
疑
問
が
大
き

く
て
、
小
林
さ
ん
の
お
話
も
余
り
に
も
突
然
な
の
で
、

大
丈
夫
な
の
か
な
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
小
林
さ
ん
は
非
常
に
、
何
と
い
う
か
…
。

三
吉　

実
行
力
で
し
ょ
う
か
。

内
田　

実
行
力
と
い
う
か
、
自
信
を
持
っ
て
い
ら
し
て

ね
。
そ
う
い
う
の
が
何
か
説
得
力
と
し
て
か
ん
じ
ら
れ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

三
吉　

そ
の
世
代
の
話
に
な
る
と
、
私
も
本
堂
再
建
の

後
に
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
が
、
当
時
の
御
総
代
方
、

先
生
の
世
代
も
含
め
て
、
日
照
上
人
が
50
代
60
代
だ
っ

た
と
き
に
20
代
だ
っ
た
御
総
代
方
が
そ
の
後
、
30
年
40

年
た
っ
て
、
日
照
上
人
が
あ
あ
言
っ
て
い
た
、こ
う
言
っ

て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

今
度
は
そ
れ
が
逆
転
し
て
、
住
職
が
20
代
で
皆
さ
ん
方

が
日
照
上
人
の
年
齢
に
な
っ
て
と
い
う
、
そ
う
い
う
め

ぐ
り
合
わ
せ
と
い
う
か
、
大
変
時
宜
を
得
た
感
じ
を
そ

の
と
き
に
受
け
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
細
か
い
点
で
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本
堂
再
建
と
い
う
こ
と
で
は
、

役
員
方
々
の
お
気
持
ち
が
一
つ
の
方
向
性
を
向
い
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

内
田　

小
林
さ
ん
も
加
藤
さ
ん
も
本
当
に
真
剣
に
考
え

て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
は
日
照
上
人
が
本
堂
再
建
の
た
め

に
ど
れ
だ
け
苦
労
さ
れ
た
か
、
よ
く
ご
存
じ
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
存
じ

上
げ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
伝
え
聞
く
話
で
伺
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
。
い
つ
か
は
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
突
然
そ
の
時
期
に
で
き
る
と

い
う
話
に
は
半
信
半
疑
で
し
た
。

三
吉　

実
は
、
先
生
の
と
こ
ろ
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ

く
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
21
年
前
刊
行
の
三
吉
日
照
上

人
の
追
悼
集
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
編
み
ま
し
た
と
き

に
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
お
母
様
、
み
祢
御
母
堂

様
か
ら
御
文
章
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
て
、
そ
の
と
き

に
は
お
父
様
の
大
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

大
先
生
は
大
変
な
母
親
思
い
で
、
銓
お
ば
あ
様
の
ご
看

病
を
献
身
的
に
さ
れ
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
き
に

日
照
上
人
が
お
葬
式
を
執
行
し
て
、
そ
こ
か
ら
大
先
生

内
田
祥
哉
先
生
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）　  

前 

編

本
堂
落
慶
30
周
年
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聞
き
手 

当
住
上
人
　
三
吉
廣
明
（
平
成
24
年
11
月
28
日
　
内
田
祥
哉
先
生
邸
）

第 1回 

内
うち

田
だ

祥
よし

哉
ちか
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〈略歴〉建築家、工学博士、東京大学名誉教授、
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学教授、金沢美術工芸大学特認教授、日本学術
会議会員、日本建築学会会長を歴任。

〈主な作品〉1956年中央学園講堂、1962年自
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新本堂落慶祝賀会 (ホテルニューオータニ）にて
ご挨拶を述べる内田先生（昭和59年5月13日）

三吉廣明上人

内田祥哉先生


