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教区アラカルト
　「戦争展/ガラスのうさぎ」

シロの聞法見聞録⑤
　「仏さまの弟子として」が完成！

親鸞の鼓動・御絵像を語る②　　　　　　　　　

「安城の御影と熊皮の御影」
　　　　      両御影をフルカラーで掲載！
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散華【さんげ】

散華とは、花びらを仏前に散ずること。

散華用には、生花を用いることもあるが、

今は、通常、蓮弁型に裁断した、青・黄・赤・

白・紫等の色をまじえた紙を用い、法要

の軽重に従いて散ずる。

『法式紀要』には、「華籠を方形なるもの

と想定し、向かって右角より、拇指と食

指とにて、花葩（はなびら）を取りて下

方に散ず」と示してある。

『真宗事物の解説』より引用
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す
。
ビ
デ
オ
の
後
半
で
遺
族
が
故
人
に
出
遇
い
直

し
た
事
は
、
諸
仏
と
し
て
の
故
人
に
初
め
て
遇
っ

た
と
い
う
仏
事
、
つ
ま
り
は
〔
弥
陀
の
御
は
か
ら

い
〕
で
す
。「
釈
迦
・
弥
陀
・
十
方
の
諸
仏
、
み

な
お
な
じ
御
こ
こ
ろ
に
て
、
本
願
念
仏
の
衆
生
に

は
、
影
の
か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く
し
て
は
な

れ
た
ま
わ
ず
。(

真
宗
聖
典
５
９
５
頁)

」
と
善

導
大
師
も
語
ら
れ
、
宗
祖
も
「
弥
陀
を
諸
仏
と
申

す
。
過
度
人
道
の
こ
こ
ろ
な
り
。(

浄
土
和
讃
・

左
訓)

」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

仏
法
僧
を
三
つ
に
分
別
す
る
の
で
な
く
、
一
つ

の
如
来
本
願
の
働
き
・
い
の
ち
の
根
本
の
願
い
と

い
た
だ
き
続
け
る
こ
と
が
、
仏
弟
子
と
し
て
の
出

発
点
で
す
。
登
場
し
た
人
々
は
、
実
生
活
の
悲
喜

の
現
実
を
通
し
て
一
人
一
人
の
業
（
あ
り
の
ま
ま

の
姿
）
に
出
遇
い
、「『
願
い
』
と
し
て
の
い
の
ち
」・

「
つ
な
が
り
と
し
て
の
い
の
ち
」
に
目
覚
め
て
い

く
の
で
す
。（
視
聴
覚
伝
道
部　

由
上
義
孝
さ
ん
）

ビ
デ
オ
を
観
て

こ
れ
ま
で
と
は
一
風
変
わ
っ
て
、
コ
ミ
カ
ル
な

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
仕
立
て
の
シ
ロ
の
見
聞
録
で
し

た
。ち

ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
で
す
が
、
亡
く
な
っ
た

お
じ
い
さ
ん
の
満
中
陰
で
集
ま
っ
た
家
族
が
、
お

じ
い
さ
ん
の
日
記
か
ら
、
連
れ
合
い
を
亡
く
し
た

お
じ
い
さ
ん
が
仏
教
に
出
遇
っ
て
い
く
姿
を
知
る

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
し
た
。

回
想
シ
ー
ン
の
中
で
語
ら
れ
る
、
妻
に
先
立
た

れ
独
り
残
さ
れ
た
お
じ
い
さ
ん
の
無
力
感
や
や
る

せ
な
さ
は
見
て
い
る
こ
ち
ら
に
も
伝
わ
っ
て
く
る

も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
お
じ
い
さ
ん
は
縁
あ
っ

て
仏
法
に
出
遇
い
、
再
び
生
き
る
力
を
得
て
い
き

ま
す
。
失
意
の
底
か
ら
、
自
ら
の
人
生
と
向
か
い

合
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
お
じ
い
さ
ん
の
力

み
な
ぎ
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
印
象
的
で
し

た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
仏
教
徒
と
し
て
の
名
告

り
と
し
て
法
名
を
頂
い
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
描
か
れ
ま
す
。

法
名
を
、
死
ん
で
か
ら
貰
う
名
前
と
し
て
で
は

な
く
、
生
き
て
い
る
今
を
名
告
っ
て
い
く
名
前
と

し
て
頂
い
て
い
く
。
ビ
デ
オ
の
中
の
家
族
と
一
緒

に
、
自
ら
の
法
名
、
自
ら
の
仏
教
徒
と
し
て
の
、

人
間
と
し
て
の
名
告
り
を
考
え
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
世
）

シ
ロ
の
聞
法
見
聞
録
⑤

「
仏
さ
ま
の
弟
子
と
し
て
」
が
完
成
！

こ
の
作
品
を
製
作
し
て

今
回
の
ビ
デ
オ
の
テ
ー
マ
は
「
仏
さ
ま
の
弟
子

と
し
て
」
で
す
。
物
語
の
設
定
は
、
死
去
し
た
独

居
老
人
の
満
中
陰
法
要
後
の
半
日
で
す
。
息
子
夫

婦
と
孫
娘
が
遺
品
を
片
付
け
て
い
て
、
日
記
を
発

見
し
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
自
分
た
ち
が
気
づ
か

な
か
っ
た
故
人
の
苦
悩
・
悲
し
み
、
同
時
に
帰
敬

式
を
受
け
る
に
至
っ
た
思
い
も
か
け
な
い
仏
法
と

の
出
遇
い
の
姿
を
知
っ
て
い
く
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
が
展
開
し
ま
す
。

こ
の
老
人
は
、
先
年
に
妻
に
先
立
た
れ
、
独
生

独
死
の
現
実
を
日
常
生
活
の
み
な
ら
ず
人
生
そ
の

も
の
に
頷
き
始
め
た
時
に
、
妻
の
納
骨
先
で
あ
る

別
院
の
法
話
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
聴
聞
の
歩
み

を
始
め
て
い
っ
た
の
で
す
。
当
に〈
弔
い
〉が
、〈
訪

い
〉
に
転
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

ま
た
そ
の
故
人
の
晩
年
の
生
き
方
に
触
れ
た
遺

族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
子
・
嫁
・
孫
と
し
て
の
血
縁
・

人
縁
が
、
そ
の
ま
ま
仏
法
相
続
の
機
縁
へ
と
深

め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
仏
弟
子
に
な
る
と
は
、
自

ら
を
問
い
続
け
る
人
生
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
そ
の
問
い
は
我
々
の
思
い
か
ら
湧
き
出
る
も

の
で
は
な
く
、「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」の
底
で
、我
々

自
身
が
問
わ
れ
願
わ
れ
て
い
る
真
実
に
遇
い
続
け

る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

宗
祖
は
「『
遇
』
は
、
も
う
あ
う
と
い
う
。
も

う
あ
う
と
も
う
す
は
、
本
願
力
を
信
じ
る
な
り
。

(

真
宗
聖
典
５
４
３
頁)

」
と
語
ら
れ
、
い
の
ち

の
願
い
に
遇
っ
て
歩
む
道
が
「
生
死
出
ず
べ
き
み

ち
」
と
し
て
の
往
生
道
・
仏
弟
子
の
歩
み
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
自
ら
が
仏
法
に
遇
い
続
け
る
こ
と
は
、
そ

の
ま
ま
諸
仏
に
遇
い
続
け
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
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「
安
あ
ん
じ
ょ
う城

の
御
影
」
と
「
熊く
ま
が
わ皮

の
御
影
」
の
親
鸞
聖
人
の
お

姿
は
親
し
み
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

一
般
普
通
寺
院
・
末
寺
で
安
置
し
て
い
る
親
鸞
聖
人
絵
像

が
座
像
で
あ
り
、
右
方
を
向
い
て
お
ら
れ
、
像
容
や
念
珠

の
も
ち
方
が
両
御
影
と
似
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
両
御

影
は
現
在
日
常
的
に
拝
見
・
合
掌
す
る
聖
人
絵
像
の
原
形

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　

◇
◆
◇

「
安
城
の
御
影
」
は
三
河
国
（
愛
知
県
）
碧
海
郡
安
城
に

伝
来
し
た
の
で
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
聖
人
の
門
弟
・
専

信
房
専
海
が
絵
師
法
眼
朝
円
に
描
か
せ
た
。

専
海
は
遠
江
国
（
静
岡
県
）
の
出
身
で
、
高
田
門
徒

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
真
仏
の
門
下
に
入
り
、
安
貞
二
年

（
一
二
二
八
）
聖
人
に
面
接
し
た
と
伝
え
る
。
ま
た
、

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
専
海
は
『
教
行
信
証
』

を
書
写
し
、
同
年
こ
の
「
安
城
の
御
影
」
を

朝
円
に
描
か
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
聖
人

八
十
三
歳
の
寿
像
で
あ
る
。
聖
人
七
十
歳

頃
の
寿
像
と
さ
れ
る
「
鏡
御
影
」
と
比

較
す
る
と
、
お
顔
の
表
情
に
加
齢
が
感

じ
ら
れ
、
若
干
や
せ
て
頬
に
し
わ
が

み
え
る
。

「
安
城
の
御
影
」
は
縦
一
二
七
・
六
セ

ン
チ
、
横
四
〇
・
一
セ
ン
チ
で
、
上
部
の
讃
文
は
『
無
量

寿
経
』（
願
生
偈
・
十
八
願
・
東
方
偈
）
で
、
下
部
に
「
正

信
偈
」（
本
願
名
号
正
定
業
〜
即
横
超
截
五
悪
趣
）
の
讃

文
が
あ
る
。
讃
文
は
聖
人
直
筆
で
、
筆
跡
の
基
準
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
御
影
の
聖
人
は
墨
染
の
衣
を
着
ら
れ
、
五
條
袈
裟

あ
る
い
は
墨
袈
裟
と
お
も
わ
れ
る
も
の
を
か
け
て
お
ら
れ

る
。
襟
元
は
薄
茶
色
の
帽も
う
す子
で
、
衣
の
下
の
着
物
は
黒
色

で
、
そ
の
下
に
朱
色
の
下
衣
が
襟え
り
も
と元

と
裾す
そ

に
ち
ら
っ
と
見

え
て
い
る
。
お
顔
は
右
方
を
向
か
れ
、
太
い
眉
、
や
や
細

い
す
る
ど
い
目
で
、
口
元
は
何
か
話
し
か
け
る
よ
う
な
独

得
の
感
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
畳
の
上
に
座
具
を
敷

い
て
安
座
さ
れ
、
畳
は
い
わ
ゆ
る
紋も
ん
べ
り縁
で
あ
る
。

存
覚
（
本
願
寺
第
三
代
覚
如
上
人
の
長
男
）
は
こ
の
御

影
の
拝
見
を
所
望
し
た
。
す
な
わ
ち
、
専
海
の
寺
跡
で
あ

る
三
河
・
願
照
寺
（
現
本
願
寺
派
）
を
相
続
し
て
い
た
曽

孫
の
照
空
房
は
文
和
四
年（
一
三
五
五
）こ
の
御
影
を
も
っ

て
上
洛
し
た
。
存
覚
は
そ
の
拝
見
記
録
と
も
い
う
べ
き
詳

し
い
内
容
を
『
存
覚
袖
日
記
』
に
自
ら
書
き
と
ど
め
て
い

る
。

安
城
�
御
影

熊
皮
�
御
影

上
場
顕
雄

御
絵
像
�
語
�
②
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そ
れ
を
若
干
紹
介
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、「
御
小

袖
ハ
桑
ノ
巻
染
」、「
御
火
桶
ハ
桑
也
」、「
御
敷
皮
ヲ
被
用

狸
皮
」、「
御
草
履
ハ
猫
ノ
皮
」、「
御
鹿
杖
ハ
桑
ノ
木
」
な

ど
と
記
し
て
い
る
。

右
掲
の
よ
う
に
聖
人
は
狸
の
皮
を
敷
い
て
安
座
し
て

お
ら
れ
、
猫
の
皮
で
作
ら
れ
た
草
履
を
は
い
て
お
ら
れ
、

鹿か
せ
づ
え杖
は
桑
の
木
で
、
Ｔ
字
形
の
手
を
そ
え
る
部
分
も
猫
の

皮
が
巻
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
存
覚
は
そ
の
材
質
を
詳

細
に
記
し
て
い
る
。

連れ
ん
じ子

の
間
か
ら
赤
い
火
の
見
え
る
火
鉢
は
寒
い
冬
の
日

の
法
談
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
聖
人
の
日
常
生
活
あ
る
い

は
身
近
に
聖
人
を
慕
い
親
し
み
を
感
じ
る
お
姿
の
よ
う
に

思
う
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。さ
ら
に
い
え
ば
、

聖
人
が
衣
姿
で
動
物
の
皮
な
ど
と
接
し
て
お
ら
れ
る
こ
と

は
、
罪
業
意
識
と
直
面
す
る
門
徒
・
民
衆
と
と
も
に
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
語
る
も

の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　

◇
◆
◇

と
こ
ろ
で
、「
安
城
の
御
影
」
は
三
本
あ
る
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
る（
本
誓
寺
・
専
修
寺
蔵
な
ど
の
模
写
本
は
別
）。

そ
れ
は
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
時
代
に
模
写
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
顕
誓
（
蓮
如
上
人
の
孫
）
の
『
反
故
裏
書
』

に
「
右
ノ
御
影
、
蓮
如
上
人
ノ
御
代
メ
シ
ノ
木
セ
ラ
レ
、

二
幅
ウ
ツ
サ
セ
給
ヒ
、
一
本
ハ
山
科
ノ
貴
坊
ニ
安
置
、
一

幅
ハ
富
田
教
行
寺
ニ
ヲ
カ
セ
ラ
レ
侍
リ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。し

た
が
っ
て
、
正
本
は
西
本
願
寺
に
蔵
さ
れ
、
こ
の
模

写
本
の
一
本
も
同
寺
に
蔵
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
国
宝
の
指
定

を
う
け
て
い
る
。
模
写
本
の
も
う
一
本
は
東
本
願
寺
に
蔵

さ
れ
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

◇
◆
◇

「
熊
皮
の
御
影
」
は
「
安
城
の
御
影
」
と
比
べ
る
と
火
鉢

や
草
履
は
な
く
、
膝
の
前
に
二
股
の
杖
の
み
が
置
か
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
「
安
城
の
御
影
」
を
祖
型
と
し
て
描
か

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

外
題
に
「
四
句
文
尊
円
親
王
、絵
浄
賀
法
橋
」
と
あ
り
、

尊
円
親
王
は
青
蓮
院
門
跡
で
書
家
と
し
て
知
ら
れ
、
浄
賀

は
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』
を
描
い
た
絵
師
で
両
人
と
も
南
北

朝
時
代
（
一
三
三
一
〜
九
二
）
初
め
の
人
物
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
製
作
年
代
は
「
安
城
の
御
影
」
よ
り
約
百
年
後
と

さ
れ
る
。

聖
人
が
安
座
し
て
お
ら
れ
る
敷
皮
は
白
い
剛
毛
を
混
え

た
熊
皮
で
あ
る
こ
と
か
ら
名
称
の
由
来
が
あ
る
。
聖
人
の

風
貌
は
た
く
ま
し
い
壮
年
期
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
上
隅

の
讃
文
は
先
述
の
尊
円
親
王
筆
で
「
行
者
宿
報
設
女
犯
、

我
成
玉
女
身
被
犯
、
一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極

楽
」
の
六
角
堂
参
籠
夢
告
の
偈
文
で
あ
る
。

讃
銘
の
文
言
と
い
い
、
気
迫
に
満
ち
た
聖
人
の
お
顔
な

ど
か
ら
す
る
と
、
関
東
で
家
庭
生
活
を
営
ま
れ
な
が
ら

民
衆
に
熱
っ
ぽ
く
語
り
か
け
る
教
化
の
姿
勢
が
感
じ
ら
れ

る
。
壮
年
期
に
杖
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
ら

足
を
運
ん
で
念
仏
の
教
え
を
説
か
れ
た
姿
を
も
推
測
で
き

る
。
あ
る
い
は
聖
人
の
教
え
に
共
感
し
苦
悩
を
内
面
に
秘

め
、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
絵
師
の

心
を
も
読
み
と
れ
る
「
御
影
」
と
筆
者
は
感
じ
る
。

な
お
、「
熊
皮
の
御
影
」
は
京
都
市
伏
見
区
の
常
福
寺

（
大
谷
派
）
に
伝
来
し
た
が
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
赤
松
俊
秀
博
士
（
京
都
大
学
）

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
奈
良
国
立
博
物
館
に
入
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
紹
介
し
た
２
つ
の
「
御
影
」
が
原

形
と
な
っ
て
、
後
に
金
具
な
ど
で
装
飾
さ
れ
た
礼
盤
に
安

座
さ
れ
た
「
親
鸞
聖
人
絵
像
（
御
影
）」
と
し
て
本
山
よ

り
末
寺
へ
下
附
授
与
さ
れ
た
。
つ
ま
り
礼
拝
像
と
し
て
寺

院
が
所
持
し
荘
厳
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
自
体
、
無
言
の

教
化
と
な
り
、
常
に
原
点
復
帰
を
志
向
す
る
教
団
と
し
て

の
あ
り
方
に
寄
与
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る

ま
い
。

〔
う
え
ば
・
あ
き
お
／
第
５
組
圓
徳
寺
住
職
・
教
学
研
究

所
嘱
託
研
究
員
・
文
学
博
士
〕



安城の御影



熊皮の御影
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教

区

ア

ラ

カ

ル

ト

戦
争
展
／
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ

戦
争
展
に
つ
い
て

近
年
、
毎
年
３
月
の
約
一
ヶ
月
間
、
難
波
別
院
御
堂

会
館
北
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
戦
争

展
」
は
当
初
、
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
一
つ
と

し
て
１
９
８
５
年
に
第
１
回
目
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
０
年
度
か
ら
は
、
大
阪
教
区
教
化
委
員
会
専
門
部

会
「
行
事
部
」
が
実
行
委
員
会
を
設
置
し
て
開
催
し
て
い

ま
す
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
戦
争
・
死
と
生
『
無
言
の
伝
言
』

〜
い
の
ち
の
叫
び
を
聞
く
〜
」
で
す
が
、
こ
の
テ
ー
マ

は
毎
年
９
月
頃
よ
り
実
行
委
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
心

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
合
う
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て

き
ま
す
。
会
議
で
は
北
朝
鮮
の
拉
致
問
題
、
自
衛
隊
の
イ

ラ
ク
派
遣
、
日
本
国
憲
法
第
９
条
改
正
の
動
き
、
小
泉
首

相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
つ
い
て
な
ど
そ
の
時
々
に
話
題
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
、
委
員
各
々
の
戦
争
に

た
い
す
る
思
い
を
ぶ
つ
け
合
い
、
最
終
的
に
実
行
委
員
会

の
総
意
と
し
て
テ
ー
マ
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は

メ
ン
バ
ー
全
員
の
、
二
度
と
戦
争
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
現
在
の
日
本
の
平
和
が
戦
争
で

失
わ
れ
た
多
く
の
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
ず
、
過
去
の
歴
史
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と

を
語
り
継
い
で
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
セ
ン
タ
ー
で
所
蔵
す
る
６
０
０
点
近
い
写
真
パ

ネ
ル
の
中
か
ら
、
そ
の
年
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
内
容
の
パ

ネ
ル
を
７
０
〜
８
０
点
選
択
し
、
新
し
く
制
作
し
た
パ
ネ

ル
も
合
わ
せ
て
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
し
て
展
示
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
２
０
０
３
年
か
ら
は
大
阪
城
周
辺
に
残
る

戦
争
遺
跡
や
慰
霊
碑
、
友
が
島
の
砲
台
跡
、
高
槻
の

タ
チ
ソ
（
高
槻
地
下
倉
庫
の
略
称
）、
大
阪
府
内
各
所

去
る
２
０
０
６
年
３
月
４
日
か
ら
30
日
ま
で
、
難
波
別
院
御
堂
会
館
北
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て
戦
争
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
も
多
数
の
方
々
に
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、期
間
中
の
14
日
に
は
、難
波
別
院
講
堂
に
て
、ア
ニ
メ
映
画
「
ガ

ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」
の
上
映
会
を
行
い
、
１
６
８
人
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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に
残
る
戦
跡
や
忠
魂
碑
な
ど
を
実
行
委
員
が
現
地
取
材

し
、
撮
影
し
た
写
真
を
手
作
り
で
パ
ネ
ル
制
作
し
、
ひ
と

つ
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

併
せ
て
教
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
戦
争
遺
物
の
展
示
も
し

て
い
ま
す
。
毎
年
南
御
堂
に
参
詣
に
来
ら
れ
る
方
や
道

す
が
ら
ふ
と
立
ち
寄
ら
れ
る
方
な
ど
多
く
の
方
に
ご
覧
頂

き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
教
化
委
員
会
の
事
業
と
し
て
継
続
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
行
事
部
・
中
島　

裕
さ
ん
）

映
画「
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」を
観
て

「
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」
は
原
作
者
高
木
敏
子
さ
ん
が
60
年

前
、
12
歳
の
少
女
で
あ
っ
た
時
の
体
験
を
通
し
て
戦
争
を

知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
戦
争
の
悲
惨
さ
と
恐
ろ
し
さ
、

平
和
と
命
の
尊
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
か
ら
刊

行
さ
れ
、
映
画
化
さ
れ
た
。
今
回
の
映
像
化
は
３
度
目
で

あ
り
、
ア
ニ
メ
化
は
初
め
て
で
あ
る
。
原
作
者
の
高
木
敏

子
さ
ん
は
大
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
嫌
い
で
あ
る
。
し
か
し

今
回
は
、
孫
の
世
代
に
分
か
る
映
画
を
作
っ
て
も
ら
う
な

ら
や
っ
ぱ
り
ア
ニ
メ
だ
よ
と
い
う
孫
の
言
葉
が
背
中
を
押

し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
若
い
世
代
に
、
戦
争
が

悲
惨
で
あ
り
平
和
が
尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
爆

弾
を
落
と
す
側
の
視
点
で
は
な
く
、
落
と
さ
れ
る
側
の
視

点(
12
歳
の
少
女
の
視
点)

で
感
動
的
に
描
か
れ
て
い
た
。

今
世
紀
に
入
っ
て
２
０
０
１
年
９
月
11
日
の
同
時
多
発

テ
ロ
に
始
ま
る
平
和
の
危
機
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ

ラ
ク
戦
争
と
続
き
、終
結
宣
言
の
あ
と
も
尚
、世
界
の
国
々

を
巻
き
込
ん
で
泥
沼
化
し
て
い
る
。
今
こ
の
時
に
も
た
く

さ
ん
の
悲
惨
さ
や
恐
ろ
し
さ
を
知
り
、
そ
の
後
の
混
乱
と

厳
し
い
生
活
を
生
き
抜
き
な
が
ら
、
平
和
へ
の
願
い
を
渇

望
し
て
い
る
人
々
の
姿
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
。

ま
た
、
一
本
の
薪
も
惜
し
い
時
代
に
疎
開
の
途
中
、
駅
で

米
軍
機
の
機
銃
掃
射
を
受
け
、
亡
く
な
っ
た
父
の
火
葬
に

薪
を
集
め
、
運
ん
で
く
れ
た
人
々
の
姿
に
御み
ほ
と
け仏
の
慈
悲
を

感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
繋
が
り
の
中
に
生
か
さ

れ
て
い
る
私
に
気
付
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
焼
け
跡
か

ら
、空
襲
の
猛
火
で
形
の
変
わ
っ
た
「
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」

こ
そ
正
に
「
命
の
尊
さ
」
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
。
主
人
公
の
生
き
ざ
ま
か
ら
混
乱
期
の
さ
中

に
あ
っ
て
人
間
の
情
の
深
さ
と
優
し
さ
を
授
け
ら
れ
た
。

こ
の
映
画
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ば
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
決
し
て
反
戦
や
啓
発
の
た
め
の
映
画
で
は
な
い
。

12
歳
の
少
女
の
孤
独
と
悲
し
み
の
心
の
叫
び
が
こ
の
映
画

に
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
（
行
事
部
・
本
多　

勉
さ
ん
）
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●

国
旗
…
１
２
３
８
年
に
ク
メ
ー
ル
王
国
か
ら
独

立
、
旧
国
名
は
シ
ャ
ム
で
す
が
、
１
９
４
９
年
に

「
自
由
人
」
を
意
味
す
る
と
い
う「
タ
イ
」
に
改
名
。

国
旗
は
神
聖
と
さ
れ
る
白
象
が
描

か
れ
た
も
の
か
ら
、
１
９
１
７
年

に
現
在
の
も
の
に
変
わ
り
ま
し

た
。
赤
は
国
民
と
国
家
、
青
は
王

室
、
白
は
白
象
を
あ
ら
わ
し
、
仏

教
へ
の
信
仰
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

●

人
口
…
約
６
１
９
７
万
人

　
　
　
　
　
（
２
０
０
４
年
現
在
）

●

首
都
…
バ
ン
コ
ク　

BA
N
G
K
O
K

●

政
体
…
立
憲
君
主
制
。
現
元
首

は
プ
ミ
ポ
ン
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー

ト
国
王
、
首
相
は
タ
ク
シ
ン
・
シ

ナ
ワ
ッ
ト
。

●

国
花
…
ゴ
ー
ル
デ
ン
シ
ャ
ワ
ー（
南
蛮
サ
イ
カ

チ
）　

タ
イ
語
で
は「
ラ
ー
チ
ャ
・
プ
ル
ッ
ク
」
と

い
い「
王
の
樹
」と
い
う
意
味
。４
月
か
ら
５
月
頃
、

藤
の
よ
う
に
房
に
な
っ
て
垂
れ
下
が
り
咲
く
様
は

ま
さ
し
く「
黄
金
色
の
し
ず
く
」
で
す
。

●

国
歌
…Prathet  Thai (

プ
ラ
テ
ー
ト　

タ
イ)

●

言
葉
…
タ
イ
語　

日
常
会
話
で
は
地
方
に
よ
っ

て
方
言
が
あ
り
、
山
岳
部
で
は
独
自
の
言
語
を
使

用
し
て
い
ま
す
。

●

宗
教

・
仏
教
…
90
〜
95
％
が
仏
教
徒
と
い
わ
れ
国
王
は

最
高
擁
護
者
で
あ
り
、
仏
教
徒
で
な
い
と
王
位
に

就
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
部

の
華
僑
系
仏
教
徒
を
除
き
ほ
と
ん

ど
が
上
座
部
仏
教
。
男
子
は
国
王

も
例
外
な
く
一
生
に
一
度
は
仏
門

に
入
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
寺
の

多
く
は
学
校
を
兼
ね
て
い
て
、
地

方
で
は
挙
式
も
行
な
わ
れ
又
、
選

挙
等
の
公
民
館
的
祭
事
場
の
役
割

も
果
た
し
て
い
ま
す
。

・
イ
ス
ラ
ム
教
…
以
前
マ
レ
ー
シ

ア
領
で
あ
っ
た
最
南
部
の
4
県
の
約

３
／
４
の
県
民
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
。

・
キ
リ
ス
ト
教
…
少
数
派
で
す
が

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
師
達
は
教
育
の
普
及
、
庶
民

の
啓
蒙
活
動
を
進
め
、
伝
来
は
タ
イ
の
近
代
化
に

貢
献
し
た
と
い
え
ま
す
。

・
ピ
ー
…
精
霊
な
ど
、
実
体
の
な
い
幽
体
の
こ
と
。

本
来
は
土
着
の
精
霊
信
仰
で
す
が
、
ピ
ー
の
存
在

抜
き
で
は
タ
イ
の
宗
教
は
語
れ
な
い
ほ
ど
生
活
に

密
着
し
て
い
て
現
在
は
タ
イ
仏
教
と
融
合
し
て
い

ま
す
。
現
世
祈
願
の
意
味
合
い
が
強
く
日
本
の
神

社
で
賽
銭
を
投
げ
て
祈
る
の
と
似
て
い
ま
す
。　

－タイ－

日
本
と
は
ま
た
違
っ
た
形
で
仏
教
が
伝
わ
っ
た
タ
イ
。「
天
使
の
都
」
と
呼
ば
れ
る
首
都
バ
ン
コ
ク

を
中
心
に
多
く
の
寺
院
が
点
在
し
て
お
り
、
仏
教
へ
の
熱
い
信
仰
心
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
一
方
、
観

光
地
と
し
て
も
人
気
が
あ
り
多
く
の
日
本
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
部
分
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
、

多
く
知
ら
な
い
部
分
が
あ
る
国
、タ
イ
。
今
回
は
そ
ん
な
タ
イ
（TH

A
ILA
N
D

）
を
調
べ
て
み
ま
し
た
！
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◆
子
供
報
恩
講
等
で
、
ゲ
ー

ム
を
す
る
と
き
に
大
切
な

こ
と
は
、
ゲ
ー
ム
は
シ
ン

プ
ル
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
す
。
凝
っ
た
も
の
に
し

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
子
供
達
に
は
楽
し
い
も

の
で
な
く
な
り
、
単
な
る
大
人
の
自
己
満
足
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
ル
ー
ル
や
内
容
は
簡
単
に
し
て
お

き
な
が
ら
、
そ
こ
に
子
供
達
が
好
き
な
も
の
を
組
み

込
む
の
で
す
。
冒
険
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
も
の
が

一
番
良
い
と
思
い
ま
す
。
◆
次
に
大
切
な
の
は
、

Ｍ
Ｃ
で
す
。
Ｍ
Ｃ
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
さ
ら
に

楽
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
細
か
く
い
え
ば
、
話
術

で
あ
っ
た
り
、
段
取
り
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、

何
よ
り
大
切
な
も
の
は
本
気
で
や
る
こ
と
で
す
。
大

人
が
本
気
で
や
っ
て
い
れ
ば
子
供
達
は
そ
れ
を
感
じ

取
り
、
応
え
て
く
れ
ま
す
。
◆
こ
れ
か
ら
も
メ
ン
バ
ー

の
協
力
を
得
て
ゲ
ー
ム
を
紹
介
し
て
皆
様
の
お
役
に

立
て
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
し
ゃ
ら
り
ん
」

を
通
じ
て
皆
様
と
繋
が
っ
て
い
け
る
こ
と
に
感
謝
し

ま
す
。
（
Ｔ
）

編
集
後
記

■南御堂周辺のお店紹介

　沖縄の伝統の焼き物の像、シーサーのお
出迎えを受けながら店内にはいると、琉球
酒館の名のとおり、１Ｆの座敷の壁一面に
並ぶ沖縄の全蔵元より集めた泡盛の大きな
甕（かめ）が目に入ります。２Ｆはうす暗
く、掘りこたつ式の大きなテーブルが二つ
あり、ＢＧＭも沖縄民謡でゆったりとした時間が流れています。本
格的沖縄料理はメニューも豊富、２０００円からコースがあり、２

５００円のコースで、もずく、サラダ、
ゴーヤチャンプルに始まりミミガー、
海ぶどう、揚げ出し豆腐、豚の角煮、フー
イリチー、沖縄焼きそば、そのほか幾
種類もの料理が大きなテーブルを埋め
尽くします。そしてデザートは、サト
ウキビとシークヮサー等から作られた
ブルーシールアイスと紅芋胡麻団子が
あり、美味しく、かなり満腹、満足で
した。「くーす」という３年以上熟成

させた泡盛を楽しめ、ビールはオリオン（生ジョッキ６５０円）、チュー
ハイはシークヮサー入り（５００円）と、徹底したこだわりぶりです。
　北区のバナナホール１Ｆにも「くーすＢＡＲカラカラ」があるので、
都会にいながら沖縄を楽しみたい方、ぜひどうぞ！
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定休日●日

発行日：2006年4月1日

発行所：真宗大谷派大阪教務所
　大阪市中央区久太郎町4-1-11

 　TEL06-6251-4720

発行人：比良正士

編集： 第 4 組  常榮寺・久世見証
第 9 組 　淨圓寺・難波美千子
第10組　是三寺・北川浩三
第12組　清澤寺・澤田　見
第17組　法観寺・廣瀬　俊
第27組　願隨寺・平野圭晋
第27組　信證寺・吉内利彦
第27組　浄宗寺・畠中晃子

心
斎
橋
筋


	表紙
	shara11
	表紙u

