
第 20回 「弘法さんを語る会」

かわら版執筆者 大塚耕平
がお話させていただきます

052-757-1955
お申込制
参加無料

お申込み先【事務局】あさい

11 月 23 日（木・祝）
第１部 午前
第２部 午後

10:00 - 11:30
  1:00  -   2:30

（中日文化センター仏教・歴史講座講師）

予約制 会場 : 覚王山日泰寺 大書院「鳳凰臺（ほうおうたい）」

家康と三河一向一揆
～大河ドラマでは伝えきれない深層～

耕平さんかわら版  令和５年（2023年）１０月  弘法さんの日（２１日） 第２５６号

耕
平
さ
ん
か
わ
ら
版
発行編集部

大塚耕平事務所

052-757-1955

kouhei@oh-kouhei.org

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
十
月
に

な
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
秋
本
番
。

猛
暑
の
夏
が
嘘
の
よ
う
で
す
が
、
朝

晩
は
冷
え
込
む
日
が
増
え
ま
す
。
く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
年
も
あ
と
約
二
ヶ
月
。
年
末
に

は
「
十
大
ニ
ュ
ー
ス
」
が
発
表
さ
れ

ま
す
が
、
「
今
年
も
有
為
転
変
（
う

い
て
ん
ぺ
ん
）
だ
っ
た
な
ぁ
」
と
い

う
感
想
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　

若
い
世
代
の
皆
さ
ん
に
は
馴
染
み

の
な
い
四
文
字
熟
語
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
中
高
年
世
代
は
ご
承
知
の
こ

と
と
思
い
ま
す
。
「
こ
の
世
は
有
為

転
変
だ
」
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
い
ろ
い
ろ
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
す
が
、
こ
の
「
有
為
転
変
」

も
仏
教
用
語
で
す
。

　

「
有
為
」
は
お
経
の
中
に
も
登
場
す

る
言
葉
で
す
。
「
い
ろ
い
ろ
起
き
る
」

と
い
う
こ
と
を
表
し
ま
す
。
そ
れ
が

「
転
変
す
る
」
つ
ま
り
「
い
ろ
い
ろ

起
き
る
け
ど
、
み
ん
な
変
わ
っ
て
い

く
」
こ
と
を
表
す
言
葉
が
「
有
為
転

変
」
で
す
。

　

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
諸
現
象
、
諸

事
象
は
「
全
て
常
に
変
わ
っ
て
い
く
」

「
こ
の
世
の
全
て
は
無
常
（
変
化
す
る
）
」

「
必
ず
生
滅
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
仏

教
の
世
界
観
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
と
似
た
言
葉
を
何
か
思
い
出

し
ま
せ
ん
か
。
そ
う
で
す
、
「
諸
行

無
常
」
で
す
。
「
諸
行
」
は
「
有
為
」

と
同
じ
で
「
全
て
の
こ
と
」
を
意
味

し
ま
す
。
つ
ま
り
「
こ
の
世
の
あ
ら

ゆ
る
諸
事
象
は
永
遠
の
存
在
で
は
な

く
、
全
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
常

な
ら
ず
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
有
為

転
変
」
は
「
諸
行
無
常
」
と
兄
弟
姉

妹
の
よ
う
な
言
葉
で
す
。

　

「
生
じ
た
も
の
は
や
が
て
変
化
し
、

つ
い
に
は
滅
び
る
」
と
い
う
こ
の
世

の
定
め
、
仏
教
的
世
界
観
を
諭
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
「
自
分
の
思
い
通

り
に
な
る
も
の
は
何
も
な
い
、
す
べ

て
は
移
ろ
い
ゆ
く
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
自
然
の
摂
理
が
腑
に
落
ち

れ
ば
、
心
は
穏
や
か
に
な
り
ま
す
。

　

空
海
が
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
い

ろ
は
歌
」
に
も
登
場
し
ま
す
。
「
い
ろ

は
歌
」
は
「
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る

を
、
我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む
、
有
為

の
奥
山
今
日
越
え
て
、
浅
き
夢
見
じ

酔
ひ
も
せ
ず
」
で
す
が
、
途
中
に
出

て
く
る
「
有
為
の
奥
山
」
の
「
有
為
」

は
「
有
為
転
変
」
の
「
有
為
」
で
す
。

「
い
ろ
は
歌
」
は
無
常
の
世
界
を
「
有

為
の
奥
山
」
に
喩
え
て
い
ま
す
。

　

「
太
平
記
」
に
も
「
有
為
転
変
は
世

の
習
ひ
、
今
に
始
め
ぬ
事
な
れ
共
、
不

思
議
な
り
し
事
ど
も
也
」
と
あ
り
、「
有

為
転
変
」
は
早
く
か
ら
日
本
に
定
着

し
た
仏
教
的
心
情
を
表
す
言
葉
で
す
。

　

「
諸
行
無
常
」
も
「
平
家
物
語
」
の

冒
頭
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
「
祇
園

精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き

あ
り
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者

必
衰
の
理
（
こ
と
わ
り
）
を
あ
ら
わ

す
」
で
す
。

　

「
方
丈
記
」
に
は
「
ゆ
く
川
の
流
れ

は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
元
の
水
に

あ
ら
ず
、
淀
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た

は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し

く
と
ど
ま
り
た
る
例
（
た
め
し
）
な

し
、
世
の
中
に
あ
る
人
と
栖
（
す
み

か
）
と
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
有
為
転
変
」「
諸

行
無
常
」
の
世
界
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
も
あ
と
二
ヶ
月
足
ら

ず
。
良
い
こ
と
、
悪
い
こ
と
、
嬉
し

い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
、
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
世
は
「
有
為
転

変
」
「
諸
行
無
常
」
で
あ
る
こ
と
を
理

解
し
て
、
平
常
心
で
過
ご
し
ま
し
ょ

う
。
「
平
常
心
」
も
既
に
ご
紹
介
済

の
仏
教
用
語
で
す
よ
ね
。
で
は
ま
た

来
月
。

※

残席僅か




