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ご
降
誕
八
〇
〇
年 

 
 

ご
入
滅
七
四
〇
年
（
そ
の
２
） 

住
職 

谷
川
寛
俊 

日
蓮
大
聖
人
の
ご
生
涯
を
た
ど
る

時
、
い
く
つ
か
の
節
目
に
分
け
て
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
ず
真
実
の

仏
教
を
探
求
な
さ
れ
た
修
学
期
（
求
道

者
と
し
て
の
時
期
）
と
教
え
を
宣
言
さ

れ
た
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
の
立

教
開
宗
以
降
（
弘
教
者
と
し
て
の
時
期
）

と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
す
。
宗
教
的
な
迫
害
を
受
け
る
こ

と
を
法
難
と
言
い
ま
す
。
大
聖
人
は

数
々
の
法
難
を
体
験
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
番
目
は
鎌
倉
で
辻
説
法
を
行
っ
て

い
た
時
に
、
時
の
幕
府
の
怒
り
を
か
い
、

松
葉
ヶ
谷
の
ご
草
庵
の
焼
き
討
ち
に

（
三
十
九
歳
）
、
二
番
目
は
、
伊
豆
伊

東
の
流
罪
（
四
十
歳
）
当
時
多
く
の
信

仰
を
集
め
て
い
た
浄
土
教
を
批
判
し

て
の
罪
。
三
番
目
は
小
松
原
法
難
（
四

十
三
歳
）
、
念
仏
信
者
で
あ
っ
た
東
条

景
信
に
襲
撃
さ
れ
、
眉
間
に
刃
の
傷
を

負
う
。 

        

四
番
目
は
、
龍
ノ
口
で
の
斬
首
（
五
十
歳
） 

。
そ
こ
で
も
当
時
の
幕
府
は
大
聖
人
の 

命
を
奪
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
為
、 

佐
渡
ヶ
島
へ
配
流
さ
れ
ま
し
た
。 

日
蓮
宗
で
は
平
成
十
九
年
～
令
和
三
年
ま

で
の
十
五
年
間
、「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁

運
動
」
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。「
つ
ま
り
敬

い
の
心
で
安
穏
な
社
会
づ
く
り
、
人
づ
く
り
」

と
い
う
目
標
を
立
て
て
、
運
動
し
て
き
ま
し

た
。
去
る
九
月
三
十
日
に
は
、
総
本
山
身
延

山
久
遠
寺
で
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
残
念
な
が
ら

一
般
檀
信
徒
の
参
列
は
無
し
に
し
て
、
ほ
ん

の
一
部
の
全
国
の
寺
院
方
参
列
の
上
、
し
め

や
か
に
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。 

「
い
の
ち
に
合
掌
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る

「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
は
、
そ
の

行
動
の
根
幹
を
支
え
る
指
針
と
し
て
、「
四
恩

報
謝
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

日
蓮
大
聖
人
は
「
開
目
抄
」
と
い
う
ご
文

書
に
「
仏
法
を
学
せ
ん
人
、
知
恩
報
恩
な
か

る
べ
し
や
。
仏
弟
子
は
必
ず
四
恩
を
知
っ
て

知
恩
報
恩
を
報
ず
べ
し
」
と
ご
自
身
の
教
え

の
根
本
に
四
恩
報
謝
を
示
さ
れ
ま
し
た
。 

 

          

四
恩
と
は
第
一
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

全
て
と
自
己
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
説

く
「
一
切
衆
生
の
恩
」。
第
二
に
、
こ
の
世
に

生
を
受
け
、
直
接
の
養
育
を
受
け
た
「
父
母

の
恩
」。
大
聖
人
は
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
、

父
母
の
恩
を
報
じ
る
為
の
ご
生
涯
で
も
あ
り

ま
し
た
。
第
三
に
、
自
身
が
生
き
て
い
る
国

や
国
土
の
恵
み
を
大
切
に
思
う
「
国
の
恩
」

で
す
。
人
は
と
も
す
れ
ば
人
間
関
係
の
煩
わ

し
さ
か
ら
親
子
の
絆
を
忘
れ
、
周
囲
の
人
々

と
の
触
れ
合
い
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
聖
人
は
「
恩
を
知

り
、
恩
に
報
い
よ
」
と
御
教
示
く
だ
さ
い
ま

し
た
。「
恩
を
知
る
」
と
は
、
ま
さ
に
「
出
会

い
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
事
で
す
。 

 
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
か
ら
、
親
子
に
始

ま
る
様
々
な
人
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
私

た
ち
は
生
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
都
合
が
悪

い
か
ら
と
、
そ
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
、
人

生
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 

む
し
ろ
厳
し
い
出
会
い
こ
そ
己
の
人
生
を
充 

 

 

実
さ
せ
て
く
れ
る
恩
で
あ
る
と
、
大
聖
人 

は
感
得
さ
れ
ま
し
た
。 

敵
と
思
わ
れ
る
人
を
大
切
な
味
方
と
し
て 

い
く
法
華
経
の
真
髄
は
、「
四
恩
報
謝
」
に 

よ
っ
て
叶
え
ら
れ
て
い
く
と
信
じ
ま
す
。 

今
年
は
、
大
聖
人
様
が
日
本
国
安
房
の
国
、

小
湊
の
地
に
ご
降
誕
さ
れ
て
八
百
年
。 

大
難
四
ヶ
度
、
小
難
数
知
れ
ず
の
六
十
一

年
の
ご
生
涯
。
た
だ
ひ
と
え
に
「
南
無
妙 

法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
を
一
切
衆
生
の
「
身
」

と
「
口
」
と
「
意
」（
こ
こ
ろ
）
に
入
れ
、 

あ
る
い
は
留
め
置
か
ん
と
す
る
、
大
慈
大 

悲
の
気
持
ち
で
、
私
達
を
仏
と
成
ら
し
め 

る
道
へ
と
導
か
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
弘
安
五
年
（
１
，
２
８
２
）
十
月 

十
三
日
辰
の
刻
（
今
の
午
前
八
時
頃
） 

武
蔵
野
の
国
（
東
京
）、
池
上
宗
仲
公
邸
で 

ご
入
滅
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ご
遺
徳
を
偲 

ん
で
報
恩
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
の
が
、 

「
お
会
式
（
え
し
き
）」
な
の
で
す
。 
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