
ラ
イ
オ
ン
寺
だ
よ
り

今
宿
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
来
恩
寺
が
毎
月
発
行
し
て
い
る
「
ラ
イ
オ

ン
寺
だ
よ
り
」。
１
９
９
２
年
に
創
刊
し
、
今
年
６
月
で
３
０
０
号
を
迎
え
ま
し

た
。
今
回
、
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
最
も
大
き
い
行
事
で
あ
る
「
報
恩
講
」
に
際
し
、

タ
ウ
ン
ニ
ュ
ー
ス
特
別
出
張
版
を
発
行
し
ま
す
。
知
れ
ば
よ
り
一
層

教
が
身

近
に
な
る
、
そ
ん
な
ラ
イ
オ
ン
寺
だ
よ
り
で
す
。

秋

出
張
版

ム

「
報
恩
講
」
と
は
、
親
鸞
聖

人
の
ご
命
日
を
ご
縁
と
し
て
、

そ
の
ご
恩
に
報
い
る
た
め
の
法

要
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、

新
暦
の
１
月
16
日
を
ご
命
日
と

し
て
勤
め
る
。

本
山
・
西
本
願
寺
（
京
都
府

京
都
市
）
以
外
の
一
般
寺
院
で

は
、
旧
暦
の
場
合
や
、
そ
の
土

地
の
慣
例
に
し
た
が
っ
て
法
要

が
行
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
浄
土

来
恩
寺
の
橋
本
住
職
は
、
１

９
８
３
年
か
ら
３
年
間
、
ハ
ワ

イ
開
教
区
（
布
教
の
た
め
の
地

域
区
分
）
に
勤
め
た
珍
し
い
経

歴
の
持
ち
主
。
住
職
が
感
じ
た

ハ
ワ
イ
で
の
仏
教
・
宗
教
観
に

つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

ホ
ノ
ル
ル
で
の
研
修
の
の

来
恩
寺
に
事
務
局
を
置
く
東

国
真
宗
研
究
所
が
、
毎
月
「
神

奈
川
真
宗
講
座
」
を
開
催
し
て

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
平
安
か
ら
鎌
倉

時
代
に
活
躍
さ
れ
た
方
で
す
。

１
１
７
３
年
、
儒
学
を
生
業
と

す
る
京
都
の
貴
族
・
日
野
家
に

真
宗
の
門
徒
に
と
っ
て
、
１
年

で
最
も
大
切
な
法
要
だ
。

浄
土
真
宗
で
は
「
御ご

お
ん
ほ
う
し
ゃ

恩
報
謝

①
」
と
い
う
言
葉
が
大
切
に
さ

れ
る
。「
阿
弥
陀
さ
ま
や
親
鸞

聖
人
の
『
ご
恩
』
に
『
報
い
て
』

生
き
て
い
く
」
と
い
う
意
味
で
、

そ
の
生
き
方
こ
そ
が
「
念
仏
生

活
」（
念
仏
を
称
え
て
生
き
て

い
く
こ
と
）
で
あ
る
と
説
か
れ

る
。

ち
、
私
が
赴
任
し
た
の
は
カ
ウ

ア
イ
島
の
ポ
イ
プ
ビ
ー
チ
近
く

の
コ
ロ
ア
本
願
寺
で
す
。
カ
ウ

ア
イ
島
は
小
さ
な
島
で
す
が
、

当
時
本
願
寺
派
の
お
寺
だ
け
で

５
つ
あ
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ア
本
願
寺
で
は
、
毎
週

日
曜
日
の
午
前
中
に
３
回
の
礼

拝
が
あ
り
ま
し
た
。
婦
人
会
、

日
曜
学
校
の
子
ど
も
た
ち
、
一

般
の
方
と
続
き
ま
す
。
英
語
で

法
話
も
し
ま
し
た
よ
。

興
味
深
か
っ
た
の
は
「
病
院

見
舞
い
」
と
い
う
活
動
で
す
。

日
本
で
は
僧
侶
が
病
院
を
見
舞

い
る
。
次
回
は
12
月
23
日
㈯
来

恩
寺
本
堂
に
て
行
わ
れ
る
。

講
師
は
筑
波
大
学
名
誉
教
授

生
ま
れ
ま
し
た
。
９
歳
で

比ひ
え
い
ざ
ん

叡
山
で
出
家
し
、
そ
の
後
20

年
間
修
行
さ
れ
ま
す
。
し
か
し

そ
こ
で
は
救
わ
れ
る
道
に
出
遇

「
寺
は
本
来
、
喜
び
を
共
に

す
る
場
」
と
橋
本
住
職
。「
報

恩
講
」
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え

に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
喜
び

を
、
同
じ
道
を
歩
む
仲
間
と
共

有
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
と
い
う
。

か
つ
て
は
地
域
全
体
の
お
祭

り
と
し
て
親
し
ま
れ
、
今
で
も

寺
の
参
道
に
屋
台
が
並
ぶ
地
域

も
あ
る
。
法
要
の
内
容
も
、
勤

行
②
・
法
話
③
に
引
き
続
き
、

現
在
で
は
落
語
や
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る

寺
も
多
い
。

市
内
で
は
来
恩
寺
で

11
月

18
日

㈯

「
楽
し
く
な
け
れ
ば
お
寺
じ

ゃ
な
い
�
」
を
合
言
葉
と
す
る

今
宿
の
来
恩
寺
で
は
、
11
月
18

日
㈯
に
報
恩
講
を
執
り
行
い
、

法
要
の
後
に
は
ビ
ン
ゴ
大
会
を

開
催
し
、
親
交
を
深
め
る
。
一

座
目
午
前
10
時
30
分
～
、
二
座

目
午
後
１
時
30
分
～
。

橋
本
住
職
は
「
初
め
て
の
方

で
も
お
気
軽
に
ご
参
拝
く
だ
さ

い
」
と
呼
び
か
け
る
。

問
い
合
わ
せ
は
☎
０
４
６
７

・
８
７
・
５
５
２
７
へ
。

う
の
は
亡
く
な
っ
た
方
の
た
め

と
考
え
る
方
が
殆
ど
で
す
が
、

ハ
ワ
イ
で
は
違
う
の
で
す
。
袈

裟
を
着
て
数
珠
を
持
ち
、
入
院

患
者
の
仏
教
徒
の
方
を
訪
ね
、

悩
み
事
な
ど
を
聞
く
の
で
す
。

こ
れ
は
、
ハ
ワ
イ
の
人
た
ち

は
「
宗
教
は
私
の
た
め
に
あ
る
」

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
な
の

で
し
ょ
う
か
、
と
感
じ
ま
す
。

ハ
ワ
イ
で
は
「
あ
な
た
の
宗

教
は
何
？
」「
ど
こ
の
寺
、
教

会
？
」
と
普
通
に
話
し
ま
す
。

日
本
人
は
先
祖
の
た
め
の
供

養
な
ど
「
家
の
宗
教
」
と
い
う

考
え
が
広
く
根
付
い
て
い
ま
す

が
、
ハ
ワ
イ
で
は
「
私
」
が
救

わ
れ
る
た
め
に
信
じ
る
も
の
、

と
い
う
考
え
方
が
多
い
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。

で
同
研
究
所
所
長
の
今
井
雅
晴

氏
。
次
回
第
35
回
は
関
東
か
ら

京
都
へ
と
戻
っ
た
晩
年
の
親
鸞

に
つ
い
て
や
さ
し
く
見
て
い
く
。

宗
派
問
わ
ず
参
加
可
能
。
時

間
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

う
こ
と
が
出
来
ず
、
山
を
下
り
、

浄
土
宗
の
開
祖
・
法
然
上
人
と

出
遇
い
ま
す
。

そ
こ
で
法
然
上
人
の
説
く
、

「
専せ

ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
仏
」（
す
べ
て
の
人
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
賜
っ
た
念
仏

ひ
と
つ
で
救
わ
れ
る
）
と
い
う

他
力
の
教
え
に
導
か
れ
ま
す
。

当
時
の
仏
教
界
は
、
厳
し
い

修
行
や
、
お
金
を
使
っ
て
お
寺

や
仏
像
を
造
る
と
い
う
自
力
の

善ぜ
ん
ぎ
ょ
う行
を
行
え
る
人
に
し
か
、
救

済
の
道
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
善
行
を
行
え
な
い
人
々
こ

そ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
救
い
た
い

と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
誰
に
で
も
行
え
る
念
仏
が
用

意
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
説
い

た
の
で
す
。

ま
で
。
無
料
送
迎
は
茅
ヶ
崎
駅

北
口
広
場
（
コ
ー
ジ
ー
コ
ー
ナ

ー
前
）
に
午
後
１
時
集
合
。

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
同

研
究
所
☎
０
４
６
７
・
８
７
・

５
５
２
７
へ
。

親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
を

師
匠
に
、
こ
の
教
え
を
世
に
広

め
て
い
く
と
決
意
し
ま
す
。
日

々
の
生
活
に
懸
命
な
庶
民
や
、

人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
武
士
た

ち
の
間
で
、
こ
の
教
え
は
広
ま

り
ま
し
た
が
、
他
の
仏
教
教
団

か
ら
反
感
を
か
い
、
流
罪
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
親
鸞
聖
人
は
、
こ
れ

を
布
教
の
良
い
機
会
だ
と
考
え

ま
し
た
。
流
罪
が
解
か
れ
た
後

も
、
関
東
で
20
年
の
間
、
伝
道

布
教
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

神
奈
川
県
に
も
多
く
の
旧
跡

地
が
残
り
ま
す
。
８
０
０
年
を

経
た
今
で
も
、
お
念
仏
が
多
く

の
人
々
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て

い
ま
す
。

相模国の親鸞相模国の専修念仏者たち

特別編

相
模
国
・
茅
ヶ
崎
の
ル
ー
ツ
を
や
さ
し
く
紐
解
き
ま
す

相
模
国
の
浄
土
教

（問）東国真宗研究所
事務局：茅ヶ崎市今宿1-1
0467-87-5527
（来恩寺内）

今回は特別編をお送りいたします

橋本順正
平成元年生まれ。
同研究所事務局長。
浄土真宗本願寺派総合研究所研究助手。
築地本願寺銀座サロン講師。

今井雅晴
昭和１７年生まれ。同研究所所長。
筑波大学名誉教授。著書に『鎌倉
新仏教の研究』（吉川弘文館）など。
現在は朝日カルチャーセンターなどでも講座を持つ。

せ
い
か
く

い
ず
さ
ん
じ
ん
じ
ゃ

り
ゅ
う
か
ん

り
ょ
う
ち
ゅ
う

い
っ
ぺ
ん
ひ
じ
り
え

し
ょ
う

か
ろ
く

こ
こ
相
模
国
に
は
、い
わ
ゆ
る
鎌

倉
新
仏
教
の
僧
侶
た
ち
が
、新
興
の

武
士
の
都
で
あ
る
鎌
倉
入
り
を
目
指

し
て
、多
く
集
結
し
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗（
以
下「
真
宗
」と
略
）の

祖
・
親
鸞
も
、浄
土
宗
・
法
然
の
門
弟

と
し
て
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。越

後
国
へ
の
流
罪
、そ
し
て
放
免
後
は
常

陸
国
を
中
心
と
し
た
東
国
で
の
布
教

生
活
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
の
東
国
布
教
は
、四
十
二
歳

か
ら
二
十
年
間
に
も
及
び
ま
す
。そ

の
東
国
で
の
生
活
、最
後
の
大
仕
事

が
鎌
倉
で
の「
一
切
経
校
合
」で
す
。

「
一
切
経
」と
は
お
経
の
名
前
で
は

な
く
、日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
典

類
の
総
称
で
す
。「
校
合
」と
は
書
写

さ
れ
た
経
典
類
に
文
字
の
間
違
い
が

な
い
か
、チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
作
業
を
い

い
ま
す
。

親
鸞
は
北
条
政
子
十
三
回
忌
に
向

け
て
新
調
さ
れ
た
一
切
経
の
チ
ェ
ッ
ク

役
を
、幕
府
・
北
条
氏
に
任
命
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。場
所
は
鶴
岡
八

幡
宮
、当
時
は「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
」と

い
う
寺
で
し
た
。

こ
の
事
業
へ
の
参
加
は
、親
鸞
の
鎌

倉
入
り
、つ
ま
り
幕
府
か
ら
布
教
活

動
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。当
時
、幕
府
の
お
膝
元
で
は
好
き

勝
手
に
布
教
活
動
は
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。

相
模
国
で
の
活
動
拠
点
は
横
浜
市

戸
塚
区
の
永
勝
寺
、小
田
原
市
国
府

津
の
真
楽
寺
で
し
た
。い
ず
れ
の
寺

も
当
時
は
天
台
宗
で
す
。

相
模
国
で
は
親
鸞
が
一
切
経
校
合

の
際
に
訪
れ
た
故
に
、真
宗
へ
と
改
宗

し
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ
寺
が
多
い

の
が
特
色
で
す
。

茅
ヶ
崎
市
小
和
田
の
上
正
寺
も
、住

職（
了
智
坊
道
圓
）が
国
府
津
に
い
た

親
鸞
と
出
遇
い
、真
宗
に
改
宗
し
た

と
伝
え
て
い
ま
す
。

専
修
念
仏
と
は
、極
楽
往
生
の
た

め
に
は
念
仏
を
称
え
る
だ
け
で
よ
い
、

と
い
う
法
然
が
説
い
た
教
え
で
す
。法

然
は
浄
土
宗
の
開
祖
で
す
。親
鸞
は

こ
の
法
然
の
門
弟
で
し
た
。

相
模
国
で
は
、源
頼
朝
の
妻
の
北

条
政
子
が
法
然
の
教
え
を
受
け
て
い

ま
す
。政
子
は
夫
や
四
人
の
娘
・
息
子

全
員
に
先
立
た
れ
て
い
ま
す
。淋
し

く
、ま
た
亡
く
な
っ
た
者
た
ち
の
極
楽

往
生
が
心
配
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
法
然
の
門
弟
で
相
模
国
に

入
っ
た
僧
に
、聖
覚
と
い
う
僧
が
い
ま

す
。彼
は
鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条
泰

時
に
招
か
れ
、政
子
三
回
忌
の
導
師

と
し
て
京
都
か
ら
来
た
の
で
す
。聖

覚
は
親
鸞
の
兄
弟
子
で
、天
台
宗
の

有
力
者
で
し
た
。彼
は
ま
た
箱
根
神

社
や
伊
豆
山
神
社（
熱
海
市
）の
支
配

者
で
も
あ
り
ま
し
た
。聖
覚
が
鎌
倉
へ

来
た
の
は
嘉
禄
三
年（
一
二
二
七
）の

こ
と
で
し
た
。

同
じ
嘉
禄
三
年
、隆
寛
と
い
う
法

然
の
門
弟
が
京
都
か
ら
来
て
厚
木
の

飯
山
に
滞
在
し
て
い
ま
す
。彼
は
流
罪

に
さ
れ
て
奥
州
へ
流
さ
れ
る
途
中
で

し
た
。こ
の
隆
寛
も
親
鸞
の
兄
弟
子

で
す
。飯
山
の
光
福
寺
に
隆
寛
の
墓
所

が
あ
り
ま
す
。

法
然
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
良
忠

も
、九
州
か
ら
鎌
倉
に
入
っ
て
光
明
寺

を
開
く
な
ど
の
活
躍
を
し
ま
し
た
。

良
忠
は
現
在
の
浄
土
宗
の
基
礎
を
築

い
た
人
物
で
す
。

さ
ら
に
は
曾
孫
弟
子
に
あ
た
る
時

宗
の
祖
一
遍
も
鎌
倉
に
入
っ
て
人
気

を
博
し
ま
し
た
。そ
の
こ
と
は
国
宝

の
絵
巻
物『
一
遍
聖
絵
』に
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
ま
す
。時
宗
は
藤
沢
市
の
清

浄
光
寺（
遊
行
寺
）や
、相
模
原
市
の

無
量
光
寺
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
相
模
国
で
も
多
く
の

専
修
念
仏
者
が
活
躍
し
て
い
た
の
で

す
。

じ
ょ
う
こ
う
じ

ゆ
ぎ
ょ
う
じ

む
り
ょ
う
こ
う
じ

い
っ
さ
い
き
ょ
う
き
ょ
う
ご
う

 

11
月
か
ら
1
月
に
か
け
て
、
浄
土
真
宗
で
は
「
報ほ

う
お
ん
こ
う

恩
講
」

と
い
う
１
年
で
最
も
大
き
な
法
要
が
、
各
派
の
本
山
や
別
院

（
築
地
本
願
寺
な
ど
）、
一
般
寺
院
に
て
執
り
行
わ
れ
る
。
茅

ヶ
崎
市
で
も
今
宿
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
来
恩
寺
（
橋

本
正
信
住
職
）
な
ど
で
勤
め
ら
れ
る
。

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
ハ
ワ
イ
と
仏
教
」

来
恩
寺

橋
本
正
信
住
職

親
鸞
聖
人
と
浄
土
真
宗

「
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道
」

毎
月
定
例

神
奈
川
真
宗
講
座

「
親
鸞
伝
の
研
究
」

コ
ラ
ム

←仏光寺本『親鸞伝絵』より

貴重な一枚！
鎌倉での親鸞聖人のお姿

今回の相模国物語でも語られた、親鸞聖人の最後の大仕
事「一切経校合」。左の眉毛の太いお坊様が親鸞聖人、右上
の海苔巻のようなものが校正を終えた経典類の巻物。右下
ではお礼の受け渡しが見られます。各種ある『親鸞伝絵』
は、報恩講の際に「絵解き」という解説をしながら、聖人の
生涯を紙芝居のようにお話します。

湘南海岸を親鸞聖人も
歩かれたことでしょう

知
っ
て
い
ま
す
か
？
「
報
恩
講
」

親
鸞
聖
人
の
御
命
日

盛
大
に
法
要

①
御
恩
報
謝
：
鎌
倉
時
代
に
は
「
感
謝
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
、
恩
に
報

い
る
た
め
に
は
、
口
だ
け
で
は
な
く
、
形
の
あ
る
行
動
を
取
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

②
勤
行
：
お
経
な
ど
を
読
む
こ
と
を
指
す
。
お
つ
と
め
。

③
法
話
：
僧
侶
が
仏
さ
ま
の
お
話
し
を
す
る
こ
と
。
浄
土
真
宗
で
は
仏
の

は
た
ら
き
を
「
聞
く
」
こ
と
が
大
切
に
さ
れ
る
。

来恩寺 スタイリッシュな外観

本堂。住職のハワイでの経験を生
かし教会風の長椅子で座りやすい


