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大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
十
六
年
に
か
け

て
、
東
京
周
辺
の
教
務
員
を
対
象
に
し
た

勉
強
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
晨

上
人
は
教
務
員
教
育
の
将
来
を
憂ゆ
う
り
ょ慮

さ
れ
、

後
の
十
三
世
日に
ち

如に
ょ
し
ょ
う
に
ん

上
人
と
と
も
に
、
日に
ち
か
ん歓

上し
ょ
う
に
ん
人
・
日
に
っ
し
ょ
う声
上し
ょ
う
に
ん人(

麻
布
光
隆
寺
住
職)

の

御お
さ
し
ず

指
図
を
い
た
だ
い
て
、
乗
泉
寺
と
光
隆
寺

を
会
場
に
し
て
毎
月
二
日
間
、
妙
み
ょ
う
こ
う講
一い
ち
ざ座
、

如に
ょ
せ
つ説
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
し
ょ
う

行
抄
、
四し

信し
ん

五ご

品ほ
ん

抄し
ょ
う、
法ほ
っ
け
し
ゅ
う

華
宗
略
り
ゃ
く

名み
ょ
う
も
く
目
、
法ほ
け
き
ょ
う

華
経
大た
い
い意
、
御ご
ほ
う
も
ん

法
門
等
の
勉
強
会

を
実
施
し
て
い
た
の
で
す
。
講
師
は
佛
立
講

初
代
の
教
き
ょ
う

学が
く
ち
ょ
う
長
を
お
努
め
に
な
っ
た
宗
内

切
っ
て
の
碩せ
き
が
く学
、
伊だ

て達
日に
っ

彰し
ょ
う

上し
ょ
う
に
ん
人
で
す
。

残
念
な
が
ら
こ
の
勉
強
会
は
昭
和
十
六
年
、

伊
達
日
彰
上
人
の
突
然
の
ご
遷せ
ん
げ化
に
よ
っ
て

中
断
を
余よ

ぎ儀
な
く
さ
れ
ま
す
が
、
私
の
手
元

に
当
時
の
日
晨
上
人
の
手
書
き
の
ノ
ー
ト
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
拝
見
し
て
い
る

と
、
日
晨
上
人
が
如
何
に
教
務
員
の
教
育
に

情
熱
を
傾
け
て
お
ら
れ
た
か
伝
わ
っ
て
く
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
当
時
は
ま
だ
開
導
日
扇

聖
人
の
御
指
南
全
集
な
ど
の
編へ

ん
さ
ん纂
も
完
成
し

て
お
ら
ず
、
教
務
員
と
い
え
ど
も
御
指
南
書

等
の
資
料
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
は
困
難
な
時

「
未
来
へ
の
扉と

び
らを
開
く
」

水
谷
信
洋
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代
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
講
義
内
容
は

御お
き
ょ
う
も
ん

経
文
や
高こ
う
そ祖
御ご

遺い

文ぶ
ん

や
御
指
南
を
多
く
引

用
す
る
な
ど
、
若
手
教
務
員
の
育
成
に
主
眼

を
置
い
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

日
晨
上
人
が
乗
泉
寺
住
職
に
就
任
な
さ
っ

た
の
は
大
正
十
二
年
十
一
月
、
関
東
大
震
災

が
起
き
た
三
か
月
後
の
こ
と
で
し
た
。
幸
い

麻
布
乗
泉
寺
の
本
堂
は
倒と
う
か
い壊
を
免
れ
、
ま
た

建
築
中
の
新
本
堂
も
骨
組
み
の
み
で
重
い
瓦

を
乗
せ
て
い
な
か
っ
た
の
が
幸
い
し
て
無
事

で
し
た
。
被
災
し
た
信
者
に
援
助
の
手
を
差

し
伸
べ
東
京
の
復
興
に
取
り
組
む
一
方
で
新

本
堂
建
立
事
業
も
継
続
さ
せ
、
翌
年
一
月
に

は
新
本
堂
完
成
、
昭
和
二
年
五
月
に
は
盛
大

な
開か
い

筵え
ん
し
き式
を
行
う
な
ど
、
日
晨
上
人
は
未
来

を
見
つ
め
て
次
々
と
新
し
い
扉
を
開
い
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

太
平
洋
戦
争
終
結
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た

宗
教
団
体
法
に
代
わ
っ
て
「
宗
教
法
人
令
」

が
新
た
に
施し
こ
う行
さ
れ
た
の
を
機
に
、
佛
立
講

は
正
式
に
宗
し
ゅ
う
き
ょ
う教
法ほ
う
じ
ん
ほ
ん
も
ん
ぶ
つ

人
本
門
佛
立り
ゅ
う
し
ゅ
う
宗
を
結
成

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
宗
独
立
し
た
宗

教
法
人
を
運
営
す
る
に
は
、
宗
教
活
動
の
目

的
や
宗
旨
、
運
営
方
法
を
明
文
化
し
た
宗
制

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
任
に
当
た
ら
れ
た
日
晨
上
人
は
、
法

華
宗
の
一
団
体
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
の
苦
労

を
見
つ
め
て
来
た
経
験
を
活
か
し
て
、
法
律

に
基
づ
い
た
宗
門
運
営
の
近
代
化
を
す
す
め

ら
れ
ま
し
た
。
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日
晨
上
人
の
思
い
出

日
晨
上
人
第
二
十
七
回
忌

記
念
展
示
コ
ー
ナ
ー
で

思
い
出
が
巡
り
ま
す

◆
荏
原
教
区 
Ｓ
さ
ん

　

日
晨
上
人
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
拝

見
い
た
し
ま
し
て
、
私
が
会
津
の
喜

多
方
の
お
寺
に
居
り
ま
し
た
時
、
初

め
て
日
晨
上
人
に
お
目
に
か
か
っ
た

の
は
、
喜
多
方
に
新
し
く
お
寺
が
出

来
て
開
筵
式
の
時
、
御
給
仕
係
を
受

け
持
た
さ
れ
母
と
二
人
で
ご
奉
公
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
度
目

に
お
目
に
か
か
っ
た
時
は
、
新
し
い

奥
様
と
喜
多
方
の
山
ぎ
わ
に
熱
塩
温

泉
に
お
泊
り
に
な
ら
れ
、
部
長
さ
ん

の
奥
さ
ん
と
二
人
夕
食
の
御
給
仕
に

出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
人

と
も
固
く
な
っ
て
い
た
ら
、
お
や
さ

し
い
言
葉
を
か
け
て
下
さ
り
、
ホ
ッ

と
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
日
晨
上
人

の
お
写
真
を
見
て
思
い
出
さ
れ
ま
し

た
。

日
晨
上
人
第
三
十
三
回
忌

母
か
ら
聞
い
た
こ
と

◆
か
な
が
わ
東
教
区 

Ｓ
さ
ん

　

母
、
鎌
奥
知
子
の
こ
と
で
す
。
明

治
42
年
生
ま
れ
で
す
が
、
日
晨
上
人

が
乗
泉
寺
の
御
導
師
に
な
ら
れ
た
こ

ろ
、
娘
ざ
か
り
の
母
は
、
ご
一
緒
に

ご
奉
公
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
日
晨
上
人
は

母
を
「
知
子
さ
ん
、
知
子
さ
ん
」
と

呼
ん
で
く
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
30
年
ほ
ど
立
っ
た
昭
和

50
年
代
、
石
渡
日
出
子
さ
ん
の
お
宅

年末恒例の教区集合写真
佐藤さんは後列中央
( 平成 23 年）
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で
甲
の
御
講
が
あ
っ
た
時
に
久
し
ぶ

り
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、

日
晨
上
人
も
母
の
こ
と
を
覚
え
て
い

て
下
さ
り
、
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
思
わ

ず
涙
が
出
た
…
と
話
し
を
し
て
お
り

ま
し
た
。

「
い
い
男
じ
ゃ
な
い
か
」

◆
小
山
教
区 

Ｉ
さ
ん

　

日
晨
上
人
を
お
迎
え
し
て
甲
御
講

を
奉
修
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
主
人

と
私
の
二
人
そ
ろ
っ
て
ご
挨
拶
を
申

し
上
げ
ま
し
た
。す
る
と
御
導
師
は
、

「
ヤ
ァ
！
い
い
男
じ
ゃ
な
い
か
、揃
っ

て
結
構
な
こ
と
だ
」
と
大
変
お
喜
び

頂
き
ま
し
た
。

我
が
家
で
も
い
つ
か

◆
練
馬
教
区 

Ｅ
さ
ん

　

日
晨
上
人
の
思
い
出
は
、
真
白
な

足
袋
の
足
元
で
す
。
そ
れ
は
子
供
の

こ
ろ
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
お
参
詣
し

た
甲
御
講
。
広
い
お
宅
に
人
が
ぎ
っ

し
り
座
る
中
、
そ
ば
に
座
っ
て
母
か

ら
「
通
り
過
ぎ
る
ま
で
頭
を
上
げ
て

は
駄
目
よ
」
と
言
わ
れ
て
ま
し
た
。

子
供
で
す
か
ら
、
頭
は
下
げ
て
も
目

は
上
目
使
い
で
す
。
上
人
が
お
通
り

に
な
っ
て
御
講
が
始
ま
り
ま
す
。
ま

た
、
成
長
し
て
お
参
詣
し
た
時
に
は

庭
で
下
足
の
ご
奉
公
。「
私
も
こ
ん

な
大
き
な
家
に
住
ん
で
甲
御
講
の
席

主
に
な
り
た
い
な
ぁ
」
と
思
っ
た
も

の
で
す
。

　

い
ま
、
願
い
は
叶
っ
て
大
き
く
は

な
い
も
の
の
、
家
族
全
員
で
甲
御
講

願
主
・
席
主
も
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
と
っ
て
も
し
あ
わ
せ

で
す
。

日晨上人をお迎えした甲御講
磯谷さんは後列右から３人目
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ヒ
ル
ズ
（
写
真
合
成
）
の
あ
る
麻
布

材
木
町
に
あ
り
ま
し
た
。

　

麻
布
時
代

　

日
晨
上
人
は
、
明
治
32
年

(
一
八
九
九
年
）
10
月
26
日 

、
麻
布

で
ご
誕
生
。
日
教
上
人
よ
り
清き
よ
な
が長
と

　

大
正
10
年
よ
り
受
け
持
ち
御
講
師
に

な
ら
れ
、
大
正
12
年
に
資
質
を
認
め

ら
れ
副
御
導
師
を
拝
命
さ
れ
ま
す
。

関
東
大
震
災

　

同
年
9
月
の
関
東
大
震
災
で
は
、

日
晨
上
人
の
ご
命
令
で
、
御
本
尊
、

日
晨
上
人
御
一
代
記

　

明
治
32
年
に
日
歓
上
人
は
荒
れ
寺

の
乗
泉
寺
に
住
職
を
拝
命
し
ま
す
が
、

こ
の
時
の
乗
泉
寺
は
現
在
の
六
本
木

明治 9年頃の
麻布・乗泉寺
と現代の六本木ヒルズ

命
名
さ
れ
ま
す
。

　

東
京
府
立
一
中
在
学
中
、
16
歳
で

乗
泉
寺
に
て
日
歓
上
人
に
よ
り
御

剃
髪
、
得
度
さ
れ
僧
名
は
清せ
い
ち
ょ
う長に
。
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開
導
嗣
法
第
四
世

乗
泉
寺
第
十
五
世
住
職

　
　

関
東
開
発
・
御
牧
日
教
上
人

御
尊
像
を
当
時
改
築
中
の
本
堂
へ

お
移
し
、
ま
た
、
避
難
し
て
く
る
御

信
者
さ
ん
に
は
炊
き
出
し
を
行
い
、

近
隣
へ
の
配
慮
も
忘
れ
な
か
っ
た

と
、乗
泉
寺
史
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
年
11
月
12
日 

弱
冠
25
歳
に
て

乗
泉
寺
第
19
世
住
職
に
。
以
後
、
昭

和
50
年
４
月
に
、
日
尚
上
人
に
ご
住

職
を
譲
ら
れ
る
ま
で
約
50
有
余
年
の

ご
奉
公
で
し
た
。

新
本
堂
建
立

　

大
正
13
年
に
麻
布
乗
泉
寺
本
堂
が

完
成
し
ま
し
た
。

　

日
歓
上
人
は
大
正
6
年
、
本
堂
改

築
へ
の
発
願
を
さ
れ
ま
す
。
明
治
32

年
以
来
、
10
倍
以
上
に
増
え
た
御
信

者
さ
ん
に
対
応
す
る
た
め
に
、
本
堂

を
継
ぎ
足
し
継
ぎ
足
し
で
拡
張
し
て

嘉永 6 年 (1853 年 )
　ご誕生
明治 43 年 (1910 年 )
1 月 17 日 御遷化
 56 歳

開
導
嗣
法
第
八
世

乗
泉
寺
第
十
八
世
住
職

　

中
興
開
基
・
田
中
日
歓
上
人

明治 2 年 (1869 年）
5 月 2 日　ご誕生
昭和 19 年 (1944 年 )
5 月 30 日　御遷化  
75 歳

明治時代は右頁地図の赤い部分が
136 坪の乗泉寺。大正 9 年秋に南側
の隣地を買収して 445 坪に拡張。
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き
ま
し
た
の
で
、
本
堂
改
築
を
願
う

声
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

第
一
次
大
戦
後
の
好
景
気
時
代
か

ら
一
転
、
不
況
の
世
相
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
多
く
の
御
信
者
さ
ん
か
ら
の

建
設
御
有
志
が
集
ま
り
、
資
金
の
目

途
も
つ
き
ま
し
た
。
隣
地
へ
の
拡
張

も
含
め
計
画
は
順
調
に
進
ん
で
行
き

ま
す
。
新
築
祈
念
総
講
で
は
懸
命
に

あ
げ
る
お
題
目
の
口
唱
が
門
外
ま
で

聞
こ
え
、
材
木
町
で
は
な
く
、「
題

目
町
」
と
い
う
異
名
す
ら
取
っ
た
ほ

ど
で
し
た
。

　

大
正
12
年
2
月
に
起
工
式
。
前
述

の
通
り
、
９
月
に
関
東
大
震
災
に
見

舞
わ
れ
ま
す
が
、
翌
13
年
に
麻
布
新

本
堂
が
完
成
し
ま
し
た
。
開
筵
式
は

昭
和
2
年
5
月
7
日
か
ら
4
日
間
に

わ
た
っ
て
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

会
計
制
度
の
確
立

　

日
歓
上
人
は
、
乗
泉
寺
の
規
模
拡

張
と
共
に
、
財
政
制
度
の
確
立
が
必
要

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
お
寺
の

お
金
は
御
法
の
た
め
で
あ
り
、
御
宝
前

の
も
の
で
あ
る
。
御
法
の
お
金
は
私
す

べ
き
で
は
な
く
、
特
に
大
切
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
財
政
方
針
を

示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
従
い
、
日
晨

上
人
は
、
こ
の
財
政
方
針
を
一
貫
し
て

引
き
継
ぐ
た
め
に
昭
和
5
年
に
予
算
制

度
を
導
入
さ
れ
ま
す
。

本
堂
焼
失

　

昭
和
20
年
５
月
25
日
東
京
大
空
襲
で

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
日
は
、夜
の
お
総
講
が
終
わ
り
、

11
時
ご
ろ
に
空
襲
警
報
が
発
令
さ
れ
ま

し
た
。「
そ
れ
、
御
本
尊
、
御
尊
像
を

開筵式当日は、材木町に向かう市電は参詣者でいっ
ぱい。皇居前を通り歩いて麻布まで向かう参詣団
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し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
鶯
谷
は
、
柿
畑
、
茶
畑
、

大
王
松
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
一
面
の

畑
。四
〇
〇
〇
坪
の
広
大
な
土
地
は
、

風
が
吹
く
と
砂
埃
の
舞
う
土
地
で
し

た
。
渋
谷
駅
か
ら
歩
い
て
行
け
る
け

れ
ど
、
坂
の
上
り
下
り
が
あ
り
ま
し

た
が
、
昭
和
23
年
に
日
晨
上
人
の
御

英
断
で
こ
の
地
を
新
乗
泉
寺
と
さ
れ

お
庫く
ら

に
！
」
と
日
晨
上
人
の
ご
命
令

一
下
、三
階
建
て
の
倉
庫
に
ご
遷
座
。

焼
夷
弾
爆
撃
が
始
ま
っ
た
の
が
12
時

過
ぎ
。
倉
庫
の
み
を
残
し
て
乗
泉
寺

は
ほ
ぼ
全
焼
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

茫
然
自
失
の
教
講
を
46
歳
の
日
晨

上
人
が
先
頭
に
立
ち
激
励
し
て
再
建

に
着
手
さ
れ
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
庫

裏
の
地
下
室
を
地
下
道
場
に
し
て
幸

い
ご
安
泰
だ
っ
た
御
本
尊
と
御
尊
像

を
お
祀
り
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
復

興
仮
本
堂
は
昭
和
20
年
12
月
末
に
完

成
し
ま
し
た
。

一
宗
独
立

　

当
初
、
佛
立
講
は
、
本
門
法
華
宗

の
所
属
で
し
た
が
、
昭
和
8
年
に
一

宗
内
別
派
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
戦
後
昭
和
22
年
、
一
宗
独
立
を

勝
ち
取
り
ま
す
。
そ
の
間
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

や
文
部
省
（
当
時
）
と
の
折
衝
に
当

た
ら
れ
た
の
は
日
晨
上
人
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
宗
門
の
法
律
た
る
宗
法

を
制
定
さ
れ
ま
す
。

渋
谷
時
代

　

昭
和
二
十
五
年
五
月
、
日
晨
上
人

は
麻
布
か
ら
渋
谷
・
鴬
谷
に
乗
泉
寺

を
移
さ
れ
ま
す
。
移
転
の
理
由
は
、

麻
布
・
乗
泉
寺
に
お
参
詣
す
る
に
は
、

都
電
を
使
う
し
か
な
く
、
交
通
の
便

が
よ
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ

で
、
国
電
の
駅
か
ら
歩
い
て
お
参
詣

で
き
る
と
い
う
条
件
で
候
補
地
を
探

盛岡市・広宣寺のＨＰより
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ま
し
た
。

　

翌
24
年
仮
本
堂
の
落
成
。そ
の
後
、

教
務
会
館
を
建
て
、
昭
和
39
年
に
、

現
在
の
近
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
新
本

堂
が
完
成
し
ま
し
た
。
当
時
の
木
造

の
仮
本
堂
は
、
岩
手
県
盛
岡
市
の
広

宣
寺
に
移
築
さ
れ
現
在
で
も
そ
の
御

内
陣
は
当
時
の
面
影
を
残
し
て
お
り

ま
す
。（
前
ペ
ー
ジ
写
真
）

開
筵
式

　

昭
和
40
年
、
開
筵
式
が
11
月
13
日

か
ら
4
日
間
に
わ
た
り
挙
行
さ
れ
ま

し
た
。日
晨
上
人
66
歳
の
時
で
し
た
。

こ
の
頃
の
話
題
に
な
り
ま
す
と
、
御

記
憶
の
あ
る
皆
さ
ん
も
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
ん
な
話
が
乗
泉
寺
史
で

紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
覚
え
て

い
ま
す
か
？

　

４
万
３
千
人
の
お
参
詣
者
の
下
足

当
番
の
ご
奉
公
で
、
行
方
不
明
に

な
っ
た
の
は
た
っ
た
の
一
足
。
当
時

の
乗
泉
寺
を
支
え
て
い
た
み
な
さ
ん

の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
奉
公
の
賜

物
で
し
た
。

　

当
時
の
御
供
養
の
お
弁
当
は
自
家

製
。
お
会
式
な
ど
の
時
は
、
大
き
な

お
釜
で
ご
飯
を
炊
い
て
い
ま
し
た
。

夏
場
の
ご
奉
公
の
暑
い
こ
と
！

叙
勲

　

日
晨
上
人
は
、
昭
和
39
年
に
ブ
ラ

ジ
ル
巡
教
に
向
か
わ
れ
ま
す
。
そ
の

際
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
功
績
を
認
め
ら

れ
南
十
字
星
文
化
勲
章
コ
メ
ン
タ

ド
ー
ル
称
号
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
46
年
、
72
歳
の
日
晨

上
人
は
、
勲
三
等
瑞
宝
章
の
勲
章
を

皇
居
に
お
い
て
、
佐
藤
栄
作
首
相
よ

り
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
教
育
事

業
貢
献
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
し

た
。

　

和
光
学
園
を
育
て
、
昭
和
41
年
に

発
刊
さ
れ
た
月
間
総
合
雑
誌
「
泉
の

光
」の
著
名
人
と
の
対
話
を
通
じ
て
、

対
社
会
的
貢
献
度
は
計
り
知
れ
な
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

昭和 46 年 11 月 3 日
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こ
の
写
真
は
、
二
十
七
回
忌
の
際

に
企
画
さ
れ
た
記
念
展
示
で
の
「
泉

の
光
・
鶯
谷
対
談
」
コ
ー
ナ
ー
。
毎

号
各
界
の
著
名
人
を
ゲ
ス
ト
に
招
い

て
、
日
晨
上
人
が
人
間
味
豊
か
な
対

談
を
行
っ
た
も
の
で
す
。佐
藤
栄
作
、

徳
川
夢
声
、
淡
谷
の
り
子
、
柳
家
小

さ
ん
等
、
政
界
、
文
化
人
、
芸
能
人

な
ど
幅
広
い
お
相
手
が
話
題
で
し

た
。 

　

御
遷
化

　

開
筵
式
の
翌
年
、
昭
和
41
年
、
新

本
堂
の
威
容
に
ふ
さ
わ
し
く
乗
泉
寺

の
新
体
制
が
発
足
し
ま
す
。
執
事
長

に
水
谷
清
興
師
（
日
尚
上
人
）
が
任

命
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
晨
上
人
は
、
昭
和
50
年
乗
泉
寺

住
職
を
ご
退
任
に
な
り
、
日
尚
上
人

が
第
二
十
世
住
職
と
し
て
就
任
さ
れ

ま
す
。
そ
の
後
も
、
高
祖
七
百
回
御

遠
諱
奉
修
（
昭
和
56
年
）、
戦
後
作

ら
れ
た
宗
法
を
改
正
し
て
、
宗
風
を

明
文
化
、
ご
信
者
の
あ
る
べ
き
姿
を

明
ら
か
に
し
て
そ
れ
を
永
続
化
し
よ

う
と
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
59
年
８
月
31
日
、
弟
子
信
徒

の
晨
朝
勤
行
の
中
、
ご
遷
化
さ
れ
ま

す
。
法
寿
八
十
四
歳
で
し
た
。　27 回忌の記念行事。日晨上人から

日尚上人へ、そして今、日在導師へ
の系譜を展示しました。

　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
半
よ
り
法
要
奉
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
族
揃
っ
て
お
参
詣
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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信し
ん

を
以も
っ

て
慧え

に
代か

う
、と
読
み
ま
す
。

　
日
蓮
聖
人
の
四し
し
ん
ご
ほ
ん
し
ょ
う

信
五
品
抄
と
い
う
御

書
に
「
仏
ほ
と
け

正ま
さ

し
く
戒か
い

定じ
ょ
うの
二に
ほ
う法
を
制
止

し
て
一
向
に
慧え

の
一
分
に
限
る
。
慧え

又ま
た

堪た

へ
ざ
れ
ば
信
を
以
て
慧
に
代
ふ
。
信

の
一
字
を
詮せ
ん

と
な
す
。」
と
あ
る
の
が

出
典
で
す
。
仏
の
覚
り
を
理
解
す
る
智

慧
も
な
い
末ま
っ
ぽ
う法
の
衆
し
ゅ
じ
ょ
う生
は
た
だ
信
心
を

以
て
慧
に
代
え
名み
ょ
う
じ字
即そ
く

の
位
に
入
る
べ

し
、
と
い
う
信
心
修
行
の
肝
心
要
を
示

し
て
い
る
一
文
で
す
。

　
日
晨
上
人
は
、
信
者
た
る
も
の
は
信

の
一
字
と
い
う
精
神
を
片
時
も
忘
れ
て

は
い
け
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
御み
こ
こ
ろ意
か
ら

こ
の
四
文
字
を
御お
し
た
た認
め
に
な
ら
れ
た
も

の
と
拝
察
し
ま
す
。


