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日野誕生院本堂 

                        

【 

日
野
誕
生
院 

】 
 

 

（
京
都
市
伏
見
区
日
野
西
大
道
町
一
九
） 

 

親
鸞
聖
人
は
承
安
三
（
一
一
七
三
）
年

に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
覚
如
上
人

が
ご
制
作
に
な
っ
た
『
親
鸞
聖
人
絵
伝
』

に
は
親
鸞
聖
人
の
俗
姓
は
藤
原
氏
で
有
範

公
の
子
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
有

範
公
は
藤
原
北
家
に
連
な
る
日
野
家
の
一

員
で
し
た
。
日
野
家
は
代
々
日
野
の
里
に

領
地
を
も
ち
、
法
界
寺
を
氏
寺
と
す
る
一

族
で
し
た
。
聖
人
の
父
有
範
が
日
野
家
の

庶
流
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
中
期
頃

よ
り
こ
の
日
野
の
里
が
聖
人
誕
生
の
地
と

み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

       

蓮
如
上
人
の
頃
よ
り
本
願
寺
と
の
交
流

が
あ
っ
た
法
界
寺
は
、
江
戸
後
期
に
は
有

範
木
像
な
ど
真
宗
宝
物
を
各
地
で
開
帳
し
、

や
が
て
西
本
願
寺
の
支
援
に
よ
り
有
範
堂

（
宝
物
堂
）
を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
の
堂

は
明
治
に
日
野
別
堂
と
改
称
し
、
後
に
宝

物
と
共
に
西
本
願
寺
へ
譲
ら
れ
、
昭
和
に

な
っ
て
日
野
誕
生
院
と
改
称
し
、
聖
人
誕

生
を
顕
彰
す
る
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
ま

し
た
。 

           

そ
し
て
法
界
寺
（
現
真
言
宗
醍
醐
派
）

も
聖
人
誕
生
地
と
し
て
、
阿
弥
陀
堂
の
丈

六
阿
弥
陀
如
来
座
像
（
国
宝
）
を
聖
人
幼

少
時
代
の
念
持
仏
と
し
て
語
り
、
後
に
「
親

鸞
」
と
な
る
少
年
が
念
仏
す
る
幻
影
を
伝

え
て
い
ま
す
。 

親鸞聖人はおよそ八百年ほど前、京都に誕生され、その後関東でのご教化を経て

九十歳でお亡くなりになりました。そんな聖人を想う人々が、その実像を追い求

め史実を探し、史実の空白のなかから伝承が生まれ、そこから新たな旧跡が現れ

てきました。ここでは、そんな聖人のゆかりの地を訪ねていきたいと思います。 

親鸞聖人 
ゆかりの地を訪ねて 
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聖徳太子  
（金相寺内陣絵像）  

    

【 

彼 
岸 

】 

 

和
国
の
教
主
聖
徳
皇 

廣
大
恩
徳
謝
し
が
た
し 

一
心
に
帰
命
し
奉
り 

 
 

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ 

  

右
和
讃
は
親
鸞
聖
人
が
聖
徳
太
子
を
讃

嘆
せ
ら
れ
た
「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
の
中

の
一
首
で
あ
る
。「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
、

つ
ま
り
日
本
の
お
釈
迦
さ
ま
と
し
て
、
親

鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
崇
め
ら
れ
た
。
聖

徳
太
子
が
制
定
さ
れ
た
「
十
七
条
憲
法
」

は
、
凡
て
仏
教
思
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
て
も
、
聖
徳
太
子
は
仏
教
に

因
っ
て
日
本
の
国
を
導
か
ん
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

聖
徳
太
子
が
日
本
国
の
礎
と
し
て
仏
教

思
想
、
仏
教
文
化
を
重
く
用
い
る
事
が
な

か
っ
た
な
ら
、
此
の
日
本
に
仏
教
思
想
、

仏
教
文
化
の
根
付
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
親
鸞
聖
人
が
聖

徳
太
子
を
「
和
国
の
教
主
」
と
崇
め
ら
れ

た
こ
と
も
、
尊
く
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

そ
の
聖
徳
太
子
の
御
持
言
と
し
て
「
世

間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
有
名
な
御
文
が

あ
る
。
仏
教
を
通
し
て
深
く
人
界
を
洞
察

せ
ら
れ
た
太
子
は
、
吾
人
が
執
着
し
て
止

ま
ぬ
人
界
は
、
虚
仮
な
る
世
界
、
つ
ま
り

は
虚
し
い
仮
の
嘘
偽
り
に
満
ち
た
世
界
と

洞
見
し
、
こ
の
様
に
「
虚
仮
不
実
の
娑
婆

世
界
」
と
覚
め
し
む
る
力
こ
そ
仏
の

用
は
た
ら

き

で
あ
り
、
そ
の
仏
の
世
界
の
み
が
真
実
で

あ
る
と
の
宣
言
が
先
に
示
し
た
御
持
言
で

あ
ろ
う
。 

        

し
か
し
迷
妄
の
闇
の
な
か
に
居
な
が
ら
、

そ
れ
に
全
く
覚
め
る
こ
と
な
き
吾
人
に
と

っ
て
は
、「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
御

教
え
も
素
直
に
戴
く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
五
官
で
感
得
で
き
る
娑
婆
世

界
こ
そ
が
真
実
在
で
、
肉
眼
肉
耳
で
は
見

聞
し
よ
う
も
な
い
仏
界
な
ど
と
云
う
も
の

こ
そ
真
実
な
ら
ぬ
虚
仮
不
実
の
世
界
と
受

け
止
め
、
一
歩
も
迷
妄
な
る
闇
の
世
界
か

ら
出
よ
う
と
し
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。 

 

「
盲 も

う

亀 き

浮 ふ

木 ぼ
く

」
の
譬
え
も
あ
る
。
受
け

難
い
人
界
に
生
を
得
な
が
ら
、
日
々
無
明

の
酒
に
酔
い
、
吾
身
を
い
よ
い
よ
苦
境
に

陥
し
め
る
三
毒
（
貪 と

ん

欲 よ
く

・
瞋 し

ん

恚 に

・
愚 ぐ

癡 ち

）

を
好
ん
で
追
い
求
め
る
と
す
る
な
ら
、
そ

の
行
き
先
は
三
悪
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
）
の
泥
沼
に
沈
み
込
ん
で
行
く
こ
と
必

然
で
あ
る
。 

 

「
仏
も
神
も
あ
る
も
の
か
」
と
嘯
く
人

が
い
る
が
、
神
は
い
ざ
知
ら
ず
、
仏
と
は

真
実
そ
の
も
の
、
仏
教
で
は
真
実
を
真
如

と
云
う
、
仏
を
如
来
と
も
言
う
が
、
そ
れ

は
「
真
如
よ
り
来
生
せ
る
も
の
」
の
意
、

さ
す
れ
ば
「
仏
な
ど
な
い
」
と
云
う
こ
と

は
「
真
理
真
実
な
ど
な
い
」
と
云
っ
て
い

る
の
と
同
義
で
あ
る
。 

拙 

衲 

愚 

音 
せ
つ 

 

の
う 

 
 

ぐ 
 

お
ん 
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吾
人
は
肉
眼
や
肉
耳
な
ど
の
五
官
で
感

得
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
訝
し
く
考
え

る
が
、
し
か
し
眼
に
見
え
る
も
の
を
存
在

あ
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
眼
に
ふ
れ
る
こ

と
の
な
い
用
き
で
あ
る
。
例
え
ば
春
そ
の

も
の
は
眼
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

梅
が
咲
き
鶯
が
囀
っ
て
春
の
訪
れ
を
知
る
。

古
歌
に
「
見
れ
ば
た
だ
何
の
苦
も
な
き
水

鳥
の
脚
に
暇
な
き
わ
が
思
ひ
か
な
」
と
詠

ま
れ
て
い
る
。
間
も
無
く
日
本
各
地
で
桜

の
花
が
咲
き
乱
れ
る
が
、
そ
の
蔭
に
は
大

地
に
隠
れ
て
見
え
ぬ
根
の
用
き
が
あ
る
。

一
年
の
間
聢
り
と
根
の
働
き
を
し
た
れ
ば

こ
そ
の
桜
で
あ
る
。
表
に
現
わ
れ
た
相
ば

か
り
に
執
わ
れ
て
そ
う
成
さ
し
め
て
い
る

蔭
の
用
き
を
見
よ
う
と
し
な
い
の
は
「
目

を
あ
け
て
眠
っ
て
い
る
が
如
し
」
と
云
え

る
。 先

に
示
し
た
聖
徳
太
子
の
御
持
言
「
世

間
虚
仮
」
の
「
世
間
」
は
、
生
死
輪
廻
娑

婆
穢
土
等
と
表
現
さ
れ
る
境
界
で
此
岸
と

云
う
の
に
対
し
て
、
安
楽
安
養
極
楽
浄
土

等
の
仏
土
を
彼
岸
と
云
う
。
穢
土
な
る
此

岸
の
世
界
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
便
利
で

都
合
の
よ
い
快
楽
の
み
を
追
い
求
め
る
人

生
は
、
井 せ

い

蛙 あ

管
見

か
ん
け
ん

に
陥
り
、
あ
ら
ゆ
る
清

濁
の
河
川
を
受
け
入
れ
一
味
の
潮
に
な
す

大
海
の
如
き
広
い
広
い
浄
土
の
世
界
に
覚

め
る
こ
と
な
く
、
啀
み
合
い
傷
付
け
合
う

空
過
の
一
生
で
了
え
る
な
ら
ば
、
尊
く
も

得
難
い
人
界
の
生
を
受
け
な
が
ら
、
悔
や

ん
で
も
悔
や
み
切
れ
ぬ
こ
と
と
云
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。 

人
界
の
虚
仮
不
実
に
し
て
冥
盲
流
転
の

穢
土
で
し
か
な
い
と
覚
め
る
の
は
、
彼
岸

の
み
光
が
此
の
身
に
届
い
た
と
き
で
あ
る
。

彼
岸
の
慈
光
は
常
に
吾
人
の
身
に
灌
が
れ

て
あ
れ
ど
も
、
悲
し
き
か
な
そ
の
み
光
を

受
け
取
る
眼
が
退
行
し
て
吾
人
は
戴
く
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
る
。 

  

深
海
魚
光
に
遠
く
す
む
も
の
は 

 
 

 
 

つ
い
に
眼
を
失
う
と
あ
り 

堀
口
大
学
詠  

「
天
は
人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
人

の
下
に
人
を
つ
く
ら
ず
」
と
云
う
が
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
は
凡
て
無
量
の
縁
の

下
に
生
か
さ
れ
て
あ
る
「
い
の
ち
」
で
あ

る
。
そ
の
点
に
於
い
て
人
間
に
限
ら
ず
あ

ら
ゆ
る
生
物
、
動
物
、
植
物
も
同
根
に
し

て
平
等
な
る
「
い
の
ち
」
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
し
め
て
く
れ
る
の
が
彼
岸
の
光
で
あ

る
。
そ
の
彼
岸
の
光
に
ふ
れ
た
と
き
、
如

何
に
此
岸
の
娑
婆
世
界
が
謂
れ
な
き
差
別

偏
見
に
満
ち
穢
れ
き
っ
た
世
界
で
あ
る
か

を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。 

仏
教
は
「
万
物
同
根
」
の
思
想
で
あ
る
。

し
か
る
に
人
間
は
「
万
物
の
霊
長
」
な
ど

と
云
っ
て
択
ば
れ
た
存
在
の
如
く
、
他
の

「
い
の
ち
」
あ
る
も
の
を
蹂
躙
し
続
け
て

い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。「
い
の
ち
」
あ
る

も
の
を
人
間
中
心
の
尺
度
で
計
り
「
益
虫

だ
、
害
虫
だ
。
薬
草
だ
、
毒
草
だ
」
と
決

め
つ
け
る
が
、
し
か
し
決
め
つ
け
ら
れ
た

動
植
物
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
ほ
ど
魔

獣
の
如
き
怖
ろ
し
き
生
き
も
の
は
な
い
と

映
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。 

虚
仮
不
実
な
る
無
常
の
現
世
で
、
如
何

な
る
地
位
名
誉
、
ま
た
財
を
得
よ
う
と
も
、

彼
岸
の
御
光
に
遇
う
こ
と
な
き
人
生
は
空

過
の
一
生
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
蓮
如
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上
人
が
御
文
の
な
か
で
お
説
き
く
だ
さ
れ

た
「
八
万
の
法
蔵
を
し
る
と
い
う
と
も
、

後
世
を
し
ら
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
。
た
と

い
一
文
不
知
の
尼
入
道
な
り
と
い
う
と
も
、

後
世
を
し
る
を
智
者
と
す
と
い
え
り
」
と

の
御
教
は
、
受
け
難
い
人
身
を
受
け
な
が

ら
も
彼
岸
の
み
光
に
遇
う
こ
と
な
き
人
の

一
生
は
所
詮
「
空
過
の
一
生
」
と
の
御
教

で
あ
る
。 

人
間
に
生
ま
れ
、
そ
の
一
生
が
ど
の
よ

う
な
境
遇
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
岸
浄
土
往

生
の
旅
路
で
あ
る
な
ら
、
脚
も
軽
や
か
に

人
生
の
最
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

云
う
も
の
で
あ
る
。「
人
生
の
最
期
」
を
「
死
」

と
す
る
は
、
医
学
の
医
師
の
見
方
で
あ
ろ

う
が
、
仏
教
徒
、
特
に
念
仏
者
に
と
っ
て

彼
岸
浄
土
に
還
帰
す
る
往
生
に
ほ
か
な
ら

な
い
。 

二
十
一
世
紀
に
生
き
る
我
々
は
、
無
明

煩
悩
し
げ
く
し
て
娑
婆
世
界
に
執
着
す
る

あ
ま
り
、
如
何
な
る
苦
悩
障
害
も
、
政
治

経
済
、
科
学
、
工
業
技
術
、
つ
ま
り
は
人

間
の
叡
智
を
以
っ
て
解
決
で
き
る
が
如
く

頼
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
政
治

経
済
、
科
学
技
術
等
は
人
間
の
生
活
上
の

苦
悩
障
害
の
一
旦
の
解
決
を
齎
し
て
く
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人
間
で
あ
る
が
故

の
苦
悩
に
対
し
て
は
全
く
の
無
力
で
あ
る
。 

人
間
で
あ
る
が
故
の
苦
悩
を
人
間
自
身

の
力
で
解
決
せ
ん
と
す
る
は
、
自
分
の
身

体
を
自
分
の
力
で
持
ち
上
げ
ん
と
す
る
行

為
で
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の

眼
で
自
分
の
眼
を
直
接
見
よ
う
と
し
て
も

で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。 

時
代
を
超
え
環
境
を
超
え
て
吾
人
が
真

に
救
わ
れ
る
道
を
宗
教
は
示
し
て
い
る
。

浄
土
教
の
救
い
は
浄
土
往
生
に
尽
き
る
。

此
の
浄
土
は
浄
土
経
典
の
中
に
西
方
極
楽

国
土
と
説
か
れ
て
あ
る
が
、
吾
人
は
西
方

浄
土
と
聞
か
さ
れ
る
と
、
西
方
の
遥
か
彼

方
に
娑
婆
世
間
と
同
じ
次
元
で
苦
の
滅
し

た
至
極
安
楽
な
世
界
を
実
体
的
に
思
い
描

く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
変
な
誤
り
で
あ

る
。
吾
人
の
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
狭
く
小

さ
な
尺
度
で
絶
対
無
限
な
る
仏
土
を
慮
ら

ん
と
す
る
は
、
井
の
中
の
蛙
が
見
た
こ
と

も
触
れ
た
こ
と
も
な
い
大
海
を
語
る
に
等

し
く
、「
有
無
の
見
」
に
執
わ
れ
た
迷
妄
で

あ
る
。 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
常
日
頃
頼
り
と

し
て
生
き
て
い
る
我
尺
を
凡
て
投
げ
捨
て

て
、
真
実
無
限
の
阿
弥
陀
仏
に
全
托
す
る

道
、
こ
こ
に
み
仏
が
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾

盛
の
衆
生
」
と
仰
せ
ら
れ
る
我
等
衆
生
の

真
に
救
わ
れ
る
道
が
開
か
れ
て
あ
る
。 

彼
岸
は
如
何
な
る
か
た
ち
に
し
ろ
、
娑

婆
の
縁
尽
き
る
と
き
還
っ
て
い
く
「
い
の

ち
」
の
故
郷
で
あ
る
。 
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【 

金
相
寺
さ
ん
と
の
ご
縁 

】 

 
 

 
 

 
 

金
相
寺
世
話
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
藤 
健
一 

氏 

 

私
と
金
相
寺
さ
ん
と
の
ご
縁
は
、
長
男

の
亡
く
な
っ
た
平
成
十
七
年
か
ら
に
な
り

ま
す
。
長
男
は
前
年
の
十
月
に
九
百
グ
ラ

ム
で
生
ま
れ
北
里
大
学
病
院
の

N
I
C

U

に

三
か
月
間
の
入
院
を
経
て
一
月
に
退
院
と

な
り
ま
し
た
。
入
院
当
時
は
医
者
か
ら
の

説
明
が
今
後
の
起
こ
り
う
る
障
害
な
ど
一

時
間
以
上
に
お
よ
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、

体
重
も
順
調
に
増
え
三
か
月
で
退
院
と
な

り
、
当
時
は
退
院
し
た
喜
び
と
育
児
を
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
二
月
の
と
あ
る
明
け
方
に

突
然
妻
か
ら
子
ど
も
が
息
を
し
て
い
な
い

と
起
こ
さ
れ
、
一
一
九
番
通
報
で
病
院
に

搬
送
さ
れ
手
を
尽
く
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
す
が
そ
の
ま
ま
逝
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

病
名
は
乳
幼
児
突
然
死
症
候
群
で
原
因
は

不
明
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
病
院

か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
葬
儀
社
に
お

葬
式
の
手
配
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
の

と
き
無
宗
派
で
あ
っ
た
私
共
に
紹
介
し
て

頂
い
た
の
が
金
相
寺
の
御
住
職
で
し
た
。 

そ
の
時
は
宗
教
の
こ
と
な
ど
考
え
る
余

裕
も
な
く
、
そ
の
後
納
骨
を
ど
こ
に
お
願

い
す
る
か
を
妻
と
相
談
し
た
と
き
に
、
お

葬
式
で
お
経
を
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
御
住

職
に
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

当
時
、
お
墓
は
父
親
の
二
人
の
姉
と
一

緒
に
北
里
霊
園
に
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
も
ま
た
ご
縁
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

後
、
法
要
の
案
内
を
い
た
だ
き
参
加
す
る

た
び
に
心
の
落
ち
着
き
が
取
り
戻
せ
る
よ

う
な
気
持
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
亡
く
な
っ
た
長
男
は
副
住
職
の

長
男
と
同
学
年
、
長
女
は
副
住
職
の
三
男

と
同
学
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
子
ど
も
た

ち
の
成
長
し
て
い
く
姿
を
見
て
い
る
と
感

慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

更
に
、
最
近
北
里
霊
園
の
奥
が
拡
張
さ

れ
合
同
墓
地
が
で
き
た
の
で
、
妻
の
父
親

の
お
墓
が
茨
城
県
に
あ
り
立
地
も
不
便
と

い
う
こ
と
で
急
遽
お
墓
の
改
葬
を
そ
ち
ら

に
す
る
こ
と
な
り
ま
し
た
。
改
葬
を
行
う

に
は
霊
園
の
手
続
き
や
役
所
へ
の
手
続
き

な
ど
で
何
回
か
足
を
運
ぶ
こ
と
に
は
な
る

の
で
す
が
動
け
る
う
ち
、
思
い
立
っ
た
時

と
い
う
こ
と
で
実
行
に
移
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

 

ま
た
昨
年
、
御
住
職
か
ら
世
話
人
と
し

て
、
法
要
の
と
き
な
ど
お
寺
の
活
動
を
お

手
伝
い
い
た
だ
け
な
い
か
と
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。
お
寺
の
こ
と
も
よ
く
わ
か
ら
な

い
ま
ま
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
ま
だ
何
も
わ
か
ら
な
い
状
態
で

す
。
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
で
も
勉
強
会
の

参
加
に
時
間
を
割
く
よ
う
に
し
理
解
を
深

め
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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「

孝
き
ょ
う

養 よ
う

」
と
は
、
亡
き
両
親
に
対
す
る

追 つ
い

善 ぜ
ん

供 く

養 よ
う

の
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
は
親
鸞

の
供
養
に
対
す
る
考
え
方
が
表
さ
れ
て
い

ま
す
。
供
養
と
は
、
「
死
者
の
霊
に
供
物

を
捧
げ
冥
福
を
祈
る
」
等
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
供
養
が
成
り
立
つ
前
提
に

は
、
死
ん
だ
も
の
は
供
養
し
な
い
と
浮
か

ば
れ
な
い
も
の
と
い
う
観
念
が
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
い
え
ば
、
死
ん
だ
も
の
は
無
条
件

に
迷
い
苦
し
む
も
の
だ
と
い
う
偏
見
で
す
。

そ
れ
で
生
者
が
供
養
し
て
死
者
を
浮
か
ば

せ
る
と
い
う
発
想
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
発
想
に
は
、
こ
の
世
を
生
き
て
い

る
も
の
は
幸
せ
だ
が
、
死
ん
で
あ
の
世
に

い
っ
た
も
の
は
不
幸
だ
と
い
う
生
者
の
偏

見
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
（
中
略
）
親
鸞
は
、

そ
の
考
え
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ま
す
。

死
者
は
生
者
が
浮
か
ば
せ
て
あ
げ
る
よ
う

な
不
幸
な
存
在
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も

阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
へ
往
生
し
て
救
わ
れ

て
い
く
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
と
。 

（
『
な
ぜ
？
か
ら
は
じ
ま
る
歎
異
抄
』 

本
文
よ
り
抜
粋
） 

～ 

所 

感 

～ 

 私
た
ち
は
、
自
分
の
経
験
や
知
識
で
は

は
か
れ
な
い
も
の
に
対
し
、
恐
れ
や
不
安

を
い
だ
き
ま
す
。「
死
」
と
は
、
そ
ん
な
私

た
ち
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
は
か
り
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
恐
ろ
し
い
も
の
な
の

で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
「
死
」

を
迎
え
た
亡
き
人
を
、
き
っ
と
苦
し
ん
で

い
る
に
違
い
な
い
と
決
め
つ
け
、
供
養
し

て
な
ん
と
か
救
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で

す
。 し

か
し
、
そ
ん
な
追
善
の
仏
事
に
対
し

て
、
浄
土
真
宗
で
は
報
恩
の
仏
事
を
勤
め

な
さ
い
と
い
い
ま
す
。
報
恩
の
仏
事
と
は
、

亡
き
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
仏
法
に
出
遇

う
場
」
で
す
。
念
じ
て
い
る
と
思
っ
て
い

た
相
手
（
亡
き
人
）
か
ら
、
実
は
念
じ
、

願
わ
れ
て
い
た
。
阿
弥
陀
の
浄
土
へ
往
生

し
た
諸
仏
と
し
て
の
亡
き
人
に
出
遇
い
、

そ
の
諸
仏
と
し
て
の
亡
き
人
を
通
し
て
、

自
ら
の
存
在
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
こ

そ
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

【 

現
代
語
訳 

】 
 

《 

第
五
条 
》 

 

 
 

私
〈
親
鸞
〉
は
、
亡
く
な
っ
た
父
母

へ
の
供
養
の
た
め
に
念
仏
し
た
こ
と

は
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
度
も
な
い
。（
中

略
）
も
し
念
仏
が
自
分
の
努
力
で
行
え

る
善
行
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
念
仏
を
振

り
向
け
て
父
母
を
た
す
け
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
努
力
で
な

ん
で
も
で
き
、
ひ
と
を
愛
せ
る
と
思
っ

て
い
る
こ
こ
ろ
に
絶
望
し
て
、
す
み
や

か
に
弥
陀
の
本
願
の
広
大
な
る
知
恵
を

い
た
だ
く
な
ら
ば
、
そ
の
知
恵
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
苦
悩
多

い
境
遇
に
埋
没
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ

て
も
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

同 ど
う

朋 ぼ

う

会 か

い 

～
歎
異
抄
勉
強
会
～ 
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同
世
代
の
仲
間
で
今
感
じ
て
い
る
こ
と
、

悩
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
率
直
に
話
し
合

っ
て
い
る
と
、
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
悩

み
が
よ
く
挙
が
り
ま
す
。
関
係
存
在
を
生

き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
非
常
に
切
実
で

重
要
な
問
題
で
す
。 

先
日
は
、「
組
織
の
な
か
で
い
つ
も
和
を

乱
す
よ
う
な
自
分
勝
手
な
行
動
を
取
る
人

間
が
お
り
、
何
度
言
っ
て
も
ま
っ
た
く
聞

い
て
も
ら
え
な
い
し
、
態
度
を
改
め
よ
う

と
も
し
な
い
。
そ
ん
な
人
に
対
し
て
組
織

の
長
と
し
て
ど
う
対
処
す
べ
き
か
」
と
い

っ
た
悩
み
が
打
ち
明
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま

さ
に
四
苦
八
苦
の
苦
し
み
で
教
え
ら
れ
る

「
怨 お

ん

憎 ぞ
う

会 え

苦 く

（
憎
い
人
と
会
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
苦
し
み
）
」
の
苦
し
み
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
悩
み
は
誰
し
も
が
抱
え
た

こ
と
の
あ
る
問
題
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
に
対
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度
、

考
え
方
は
千
差
万
別
で
す
。「
そ
ん
な
人
間

は
話
し
て
も
無
駄
だ
し
、
他
の
者
に
も
悪

影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
切
っ
て
し
ま
え
」
と

い
う
人
が
い
れ
ば
、「
も
っ
と
よ
く
そ
の
人

の
意
見
を
聞
い
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う

人
も
い
ま
す
。
皆
さ
ん
な
ら
ど
う
す
る
で

し
ょ
う
か
？ 

仏
教
で
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
感

じ
る
世
界
を
「
地
獄
」
と
し
て
教
え
ま
す
。

地
獄
と
い
う
と
、「
私
た
ち
を
取
り
囲
む
苦

し
み
の
環
境
」
と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
が
、 

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
獄
と
は
、「
自

分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
世
界
」
を
地

獄
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
原
因
は

外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
に
あ
る
と

仏
教
で
は
教
え
ま
す
。 

こ
の
怨
憎
会
苦
と
い
う
苦
し
み
を
考
え

た
と
き
、
つ
い
相
手
に
ば
か
り
問
題
を
見

て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
番
の
苦
し
み
の
根

本
は
「
な
ん
で
も
自
分
の
思
い
通
り
に
し

た
い
」「
自
分
の
都
合
に
合
わ
な
い
人
間
は

切
り
捨
て
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う
「
我

が
心
」
に
あ
る
の
で
す
。
常
に
「
問
題
は

我
に
あ
り
」
と
い
う
恩
師
の
言
葉
が
思
い

起
こ
さ
れ
ま
す
。 

皆
さ
ん
と
の
語
り
合
い
の
な
か
で
、
自

分
勝
手
な
思
い
の
な
か
で
苦
し
む
自
ら
の

あ
り
方
を
深
く
問
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。 

合
掌 
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今年のお話しは、『死』と『いのちのま

つり』という絵本から、いのちの大切

さについて共に考えました。  

それぞれの思いや考えをたくさん話し

てくれました。  

あいにくの天気でしたが、本

堂でゲームを楽しみました♪  

桜美林大学の学生さんたちも

一緒に遊んでくれて、大盛り

上がりの子どもたち♪  

昼食は恒例のけんちん汁と焼き餅

を食べました。  

スタッフが作った大鍋三杯のけん

ちん汁も、あっという間になくなっ

てしまいました！  

みんなが住む相模原という町

がどんな町かを遊びながら知

ることができる「相模原スゴロ

ク」！  

                       

🔴
 

青
年
会
・
子
ど
も
会
合
同
開
催 

報
恩
講
の
ご
報
告 

 昨
年
十
月
二
十
一
日
、
創
志
館
～
相
模

原
て
ら
こ
や
～
青
年
会
・
子
ど
も
会
合
同

の
報
恩
講
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。 

        

 
 

      

  

 

                 

次
回
の
子
ど
も
会
は
三
月
二
十
六
日
に

「
花
ま
つ
り
」
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
是
非
有
縁
の
方
々
お
誘
い
あ
わ
せ
の

上
、
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。
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今
年
は
全
国
各
地
で
、
特
に
日
本
海
側
で
は
大
雪
が
降
り
、

人
々
の
生
活
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。
関
東
平
野
部
で
も
二
十
セ

ン
チ
近
く
積
も
り
、
雪
に
慣
れ
な
い
首
都
圏
近
郊
で
は
交
通
機

関
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
各
地
の
大
雪
の
報

道
を
見
て
い
る
と
、
四
年
前
の
大
雪
を
思
い
出
し
ま
す
。
今
回

の
大
雪
や
、
雪
国
に
住
む
方
々
か
ら
す
れ
ば
大
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
私
の
記
憶
に
あ
る

限
り
で
は
一
番
の
大
雪
で
、
自
然
の
恐
ろ
し
さ
を
身
に
沁
み
て

感
じ
た
で
き
ご
と
で
し
た
。 

た
だ
、
人
は
自
然
の
脅
威
に
晒
さ
れ
た
と
き
、
大
き
な
被
害

を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
大
き
な
教
訓
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
日
頃
当
た
り
前
だ
と
思

っ
て
い
る
生
活
、
環
境
の
有
り
難
さ
。
そ
し
て
、
人
間
が
い
か

に
自
分
た
ち
の
都
合
で
し
か
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

の
か
。
不
安
な
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
雪
か
き
を
し
て
い
る
私

の
横
で
大
は
し
ゃ
ぎ
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
か
ら
、
そ
ん

な
自
分
の
ご
都
合
主
義
な
あ
り
方
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
合
掌 
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発
行
日 
二
〇
一
八
（
仏
歴
二
五
六
一
年
）
年
三
月
一
日 

今後の予定 

法 

要 

三
月
二
十
一
日 

春
彼
岸
会 

七
月
十
六
日 

 

孟
蘭
盆
会 

九
月
二
十
三
日 

秋
彼
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