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今
回
の
本
明
寺
報
「
明‐

み
ょ
う‐

」

か
ら
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御

遠
忌
」
の
テ
ー
マ
と
、
本
山
（
京
都･

東
本
願
寺
）
と
東
京
教
区
で
作
ら
れ
た

「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠

忌
」
の
ロ
ゴ
を
表
紙
に
載
せ
ま
し
た
。

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
は
親

鸞
聖
人
の
七
五
〇
回
の
御
遠
忌
（
法
事
）

の
年
で
す
。
私
た
ち
は
、
七
五
〇
年
前

に
亡
く
な
っ
た
親
鸞
聖
人
の
お
姿
も
見

た
こ
と
が
な
い
で
す
し
、
声
も
聞
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
御
遠

忌
を
お
勤
め
す
る
と
い
う
事
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

ま
ず
、
第
一
に
親
鸞
聖
人
は
法
然
上

人
の
も
と
で
浄
土
真
宗
の
教
え
を
明
ら

か
し
、
多
く
の
人
々
に
教
え
広
め
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
へ
の
毎
年
の
報
恩

講
と
同
様
に
報
恩
謝
徳
の
思
い
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。 

第
二
に
、
七
五
〇
年
前
に
親
鸞
聖
人

が
大
切
に
さ
れ
た
教
え
が
、
今
で
も
私

た
ち
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
き
て
い
る
事

実
の
「
あ
り
が
た
さ
」
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
入
滅
さ
れ
た
七
五

〇
年
前
か
ら
、
い
や
仏
教
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
お
釈
迦
様
が
入
滅
な
さ
っ
た
二

五
〇
〇
年
も
前
か
ら
今
現
在
ま
で
教
え

を
大
切
に
し
て
こ
ら
れ
た
人
々
が
お
ら

れ
、
ま
た
真
宗
に
生
き
た
人
々
が
い
た

か
ら
こ
そ
、
今
現
在
に
教
え
が
届
い
て

き
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
あ
り
が
た
さ
」

で
す
。
私
た
ち
の
生
涯
で
一
度
、
も
し

く
は
二
度
し
か
め
ぐ
り
遇
う
こ
と
の
で

き
な
い
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
は
、
七
五

〇
年
も
の
間
、
教
え
を
大
切
に
さ
れ
て
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き
た
方
々
が
お
ら
れ
、
教
え
に
生
き
た

方
々
が
お
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
迎
え
ら
れ

る
大
切
な
法
要
で
す
。 

私
た
ち
も
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十

三
年
）
に
厳
修
さ
れ
る
「
宗
祖
親
鸞
聖

人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
」
を
迎
え
る
に

当
た
り
、
法
事
と
し
て
の
御
遠
忌
を
迎

え
る
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
、

親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
宗
と

真
向
か
い
に
な
り
、
「
私
が
真
宗
を
学

ぶ
」
生
活
で
は
な
く
、「
私
が
真
宗
に
学

ぶ
」
生
活
を
送
り
御
遠
忌
を
迎
え
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
御

遠
忌
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
私
た
ち
が

真
宗
の
生
活
を
通
し
て
大
切
だ
と
思
う

こ
と
を
こ
れ
か
ら
も
実
践
し
、
伝
え
、

生
き
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

   

東

京

教

区

で

は

御

遠

忌

テ

ー

マ

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て

い
る
」
に
「
真
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求

め
て
」
を
東
京
教
区
の
テ
ー
マ
と
し

て
御
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。 

親鸞聖人七百五十回御遠忌  

東京教区ロゴ  

親鸞聖人七百五十回御遠忌  

本山ロゴ  



明―みょう―  №8 2008 年 4 月 1 日発行 

- 4 - 

山
野
地
区
は
東
京
の
台
東
区
と
荒
川

区
を
つ
な
ぐ
泪
橋
（
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー

で
有
名
）
周
辺
の
地
域
の
旧
名
称
で
す
。

山
谷
は
江
戸
時
代
か
ら
素
泊
ま
り
専
門

宿
が
集
ま
り
、
高
度
経
済
成
長
期
に
日

雇
い
労
働
者
の
街
と
し
て
発
展
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
不
景
気
に
伴
い
、
生
活

が
厳
し
く
な
り
、
宿
に
も
泊
ま
れ
ず
路

上
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
が

多
く
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

人
た
ち
に
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て

舎
」
は
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
毎
週
水

曜
日
に
約
七
〇
〇
食
の
お
弁
当
を
配
っ

て
い
ま
す
。
東
京
教
区
の
「
同
朋
社
会

推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
は
期
間
中
の

月
に
一
度
、
大
鍋
を
使
い
み
そ
汁
な
ど

の
炊
き
出
し
を
し
て
い
ま
す
。 

以
下
の
文
は
「
同
朋
社
会
推
進
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
方
に
感
想
文
を
求
め
ら

れ
た
の
で
、
自
分
の
思
い
を
書
い
た
文

で
す
。 

 
い
つ
だ
っ
た
か
、
山
谷
に
あ
る
ド
ヤ

（
宿
）
を
利
用
す
る
人
が
変
化
し
て
い

る
と
い
う
テ
レ
ビ
を
見
ま
し
た
。
最
近

ド
ヤ
を
利
用
す
る
人
は
、
長
期
出
張
者

や
日
本
観
光
に
来
た
外
国
人
、
地
方
か

ら
買
い
物
や
観
光
目
的
に
東
京
に
来
る

若
い
女
性
な
ど
が
増
え
て
い
る
と
い
う

内
容
で
し
た
。
そ
れ
は
ド
ヤ
の
一
泊
あ

た
り
の
料
金
が
一
五
〇
〇
円
く
ら
い
～

三
〇
〇
〇
円
く
ら
い
と
い
う
安
さ
に
あ

作
業
の
前
に
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ

ぶ
て
舎
」
の
事
務
局
で
あ
る
北
條
親
善

さ
ん
か
ら
山
谷
に
つ
い
て
の
お
話
を
頂

き
ま
し
た
。 
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り
、
出
張
経
費
の
削
減
の
た
め
だ
っ
た

り
、
宿
泊
に
お
金
を
か
け
ず
買
い
物
や

食
事
に
お
金
を
か
け
た
い
と
い
う
理
由

ら
し
い
。
ド
ヤ
の
設
備
は
テ
レ
ビ
や
エ

ア
コ
ン
は
ほ
ぼ
付
い
て
お
り
、
最
近
で

は
パ
ソ
コ
ン
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
繋

げ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

部
屋
の
広
さ
を
除
い
て
は
ビ
ジ
ネ
ス
ホ

テ
ル
並
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
で
す
。

利
用
者
の
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
ド
ヤ

の
看
板
を
英
語
表
記
に
し
た
り
、
店
主

が
英
会
話
の
勉
強
を
す
る
な
ど
、
経
営

者
側
に
も
変
化
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
そ
の
番
組
の
最
後
は
「
山
谷
の
街

が
変
わ
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

そ
の

番
組

を
見

て
思
っ
た
こ
と
を

ズ
ラ
ズ
ラ
と
書
き
ま
す
と
、
最
初
に
思

っ
た
こ
と
は
「
山
谷
が
変
わ
る
こ
と
は

い
い
こ
と
だ
な
ぁ
」
で
し
た
。
し
か
し
、

す
ぐ
に
疑
問
の
山
に
変
わ
り
ま
し
た
。

「
ド
ヤ
を
利
用
す
る
人
た
ち
は
山
谷
と

い
う
事
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」

「
経
営
者
側
が
変
化
す
る
と
い
う
事
は
、

今
ま
で
の
経
営
で
は
や
っ
て
い
け
な
い

と
い
う
事
で
、
つ
ま
り
今
ま
で
利
用
し

メ
ニ
ュ
ー
は
具
沢
山
の
豚
汁
を
作
り

ま
し
た
。 

 

出
来
上
が
っ
た
豚
汁
は
カ
ッ
プ
に
分

け
て
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
入
れ
て
、
お
弁
当

の

配

ら

れ

る

玉

姫

公

園

ま

で

運

び

ま

す
。 
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て
い
た
山
谷
の
労
働
者
が
泊
ま
ら
な
く

な
っ
た
。
も
し
く
は
泊
ま
る
こ
と
も
で

き
な
い
く
ら
い
大
変
な
生
活
を
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
様
々
な

こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
そ
ん
な
思
い
を

抱
え
な
が
ら
、
二
月
二
十
七
日
に
行
な

わ
れ
た
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
舎

の
山
谷
炊
き
出
し 

w
ith

 

同
朋
社

会
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
大
鍋
」
に
、

昨
年
の
二
月
以
来
二
回
目
の
参
加
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
こ
か
ら
が
感
想
で
す
が
、
豚
汁
を

配
っ
て
い
る
と
き
に
思
っ
た
こ
と
は
、

去
年
は
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
を
何
重
に
も
着

込
ん
で
路
上
生
活
を
し
て
い
る
人
が
並

ん
で
い
る
と
い
う
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
外
見
も
若
く
綺

麗
な
服
装
を
し
て
い
る
人
が
多
い
と
い

う
事
で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
若
い

山
谷
の
労
働
者
が
増
え
て
い
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
去
年
は
ど
れ
だ
け
目

を
伏
せ
て
み
そ
汁
を
配
っ
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
も
思
い
ま
し
た
。
去
年
の

一
回
目
の
参
加
か
ら
今
年
の
二
回
目
の

参
加
に
一
年
の
時
間
が
有
り
ま
し
た
が
、

自
分
の
路
上
生
活
者
に
対
す
る
見
方
が

何
が
変
わ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

路
上
で
横
に
な
っ
て
い
る
ヒ
ト
が
目
に

留
ま
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
街
の
風

景
の
一
部
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
何
か

の
本
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
で
す
が
、

路
上
で
横
に
な
っ
て
い
る
ヒ
ト
に
「
人

目
が
気
に
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
質

問
を
し
た
ら
、「
ヒ
ト
の
足
し
か
見
え
な

い
か
ら
人
目
は
気
に
な
ら
な
い
」
と
答

え
た
そ
う
で
す
。
路
上
生
活
者
も
街
往

く
ヒ
ト
を
「
人
」
と
し
て
見
て
い
る
の

で
は
な
く
、
私
と
同
じ
よ
う
に
流
れ
る

風
景
と
し
て
私
た
ち
を
見
て
い
る
の
か

と
思
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い

出
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
同
朋
社
会
推
進

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
山
谷
炊
き
出
し
の
チ

ラ
シ
の
言
葉
で
し
た
。 

昨
年
の
新
潟
中
越
沖
地
震
で
は
、

約

八

〇

〇

食

の

豚

汁

が

出

来

ま

し

た
。 
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中
華
丼
や
お
で
ん
な
ど
、
延
べ
約

一
三
〇
〇
食
。
山
谷
で
は
、
み
そ

汁
二
一
〇
〇
食
を
配
食
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
数
字
は
、

単
に
人
数
や
個
数
な
ど
で
は
な
く
、

出
会
い
の
数
で
し
た
。
こ
の
大
鍋

と
い
う
“
も
の
”
を
通
し
て
、
容

易
に
は
出
来
な
か
っ
た
、
新
し
い

出
会
い
が
作
ら
れ
た
の
で
す
。 

ま
た
、
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
舎
」

の
事
務
局
長
で
あ
る
北
條
さ
ん
は
、 

 
 

「
私
た
ち
」
が
炊
き
出
し
を
す
る

の
で
は
な
く
、「
私
」
が
炊
き
出
し

を
す
る
。「
あ
の
人
た
ち
」
に
炊
き

出
し
を
す
る
の
で
は
な
く
、「
こ
の

人
」
に
炊
き
出
し
を
す
る
。
こ
う

い
う
思
い
が
大
切
で
あ
る
。 

と
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
山
谷

の
炊
き
出
し
で
は
、
お
互
い
が
風
景
と

し
て
見
て
い
な
か
っ
た
ヒ
ト
同
士
が
、

豚
汁
を
通
し
て
私
が
「
一
人
の
人
」
と

出
会
え
る
機
会
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

                  

                    

玉
姫
公
園
に
て
お
弁
当
を
配
っ
て
い

る
様
子
で
す
。
ま
ず
、
二
列
に
並
ん
だ

人
に
百
本
ご
と
に
色
を
変
え
た
割
り
箸

を
配
り
ま
す
。
（
割
り
込
み
防
止
の
た

め
） 

 

玉
姫
公
園
で
お
弁
当
を
食
べ
て
い
る

様
子
で
す
。
配
ら
れ
た
お
弁
当
は
、
公

園
で
食
べ
る
人
や
、
持
ち
帰
る
人
も
い

ま
す
。
炊
き
出
し
終
了
後
に
、
お
弁
当

を
味
見
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
お

か
ず
も
豊
富
で
と
て
も
お
い
し
か
っ
た

で
す
。 
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一
月 

二
月 

三
月 
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ゆ
き
の
ぺ
ん
き
や
さ
ん 

作
詞…

則
武
昭
彦 

作
曲…

安
藤 

孝 

ゆ
き
の
ぺ
ん
き
や
さ
ん
は 

お
そ
ら
か
ら 

ち
ら
ち
ら 

お
や
ね
も 

か
き
ね
も 

ご
も
ん
も 

み
ん
な 

ま
っ
し
ろ
く 

ま
っ
し
ろ
く 

そ
め
に
く
る 

 

 

ゆ
き
の
ぺ
ん
き
や
さ
ん
は 

お
お
ぜ
い
で 

ち
ら
ち
ら 

お
や
ま
も 

の
は
ら
も 

は
た
け
も 

み
ん
な 

ま
っ
し
ろ
く 

ま
っ
し
ろ
く 

そ
め
に
く
る 

※３月の壁画は他の掲示

物がありましたのでお休

みしました。  
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ｇ 
あ
と
が
き 

◇
御
遠
忌
が
三
年
後
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
御

遠
忌
の
ロ
ゴ
を
載
せ
る
こ
と
で
、
み
ん
な
が
御

遠
忌
の
意
識
を
持
ち
、
自
分
に
と
っ
て
御
遠
忌

と
は
何
か
を
考
え
る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
て
く
れ

た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
お
寺
と
し
て
も
、

個
人
と
し
て
も
、
御
遠
忌
を
キ
ッ
カ
ケ
に
何
か

一
歩
歩
み
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

◇
我
が
娘
で
あ
る
唯
果
（
い
ち
か
）
は
最
近
で

は
首
が
据
わ
り
、「
あ
～
」
と
か
「
う
～
」
と
お

し
ゃ
べ
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

発
行 

真
宗
大
谷
派 

本
明
寺 
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◆
私
た
ち
の
真
宗
◆ 

一
、
本
尊 

 

阿
弥
陀
如
来 

二
、
宗
祖 

 

親
鸞
聖
人 

三
、
宗
旨 

 

浄
土
真
宗 

四
、
宗
派 

 
真
宗
大
谷
派 

五
、
本
山 

 
真
宗
本
廟
（
京
都
・
東
本
願
寺
） 

六
、
経
典 

 

浄
土
三
部
経 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
仏
説
無
量
寿
経 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仏
説
観
無
量
寿
経 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仏
説
阿
弥
陀
経 

七
、
教
え 

 

本
願
を
信
じ
、
念
仏
も
う
さ
ば
仏
に
な
る 

八
、
称
名 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

九
、
勤
行 

 

正
信
偈
・
念
仏
・
和
讃
・
回
向
・
御
文 

十
、
宗
風 

 

礼
拝
の
生
活 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《
朝
夕
に
勤
行
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
》 

 
 

 
 

 
 

 

正
信
の
生
活 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
歩
み
ま
し
ょ
う
》 

 
 

 
 

 
 

 

聞
法
の
生
活 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《
仏
法
を
聴
聞
し
、
生
ま
れ
た
意
義
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

生
き
る
喜
び
を
み
つ
け
ま
し
ょ
う
》 


