
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）１１月  弘法さんの日（２１日） 第２５７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
一
月

に
な
り
ま
し
た
。
も
う
す
ぐ
本
格
的

な
冬
で
す
。
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
。

　

「
あ
っ
ち
が
い
い
」
「
い
や
こ
っ
ち

だ
」
「
や
っ
ぱ
り
あ
っ
ち
だ
」
な
ど
と

議
論
や
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
時
に

「
堂
々
巡
り
だ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
堂
々
巡
り
」

も
仏
教
用
語
で
す
。

　

仏
教
の
「
堂
々
巡
り
」
は
、
お
寺

で
お
坊
さ
ん
が
修
行
や
祈
願
の
た
め

に
ご
本
尊
の
周
囲
や
本
堂
の
周
り
を

グ
ル
グ
ル
何
回
も
回
る
儀
式
を
指
す

言
葉
で
す
。
信
者
さ
ん
が
回
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

グ
ル
グ
ル
回
っ
て
再
び
同
じ
と
こ

ろ
へ
戻
っ
て
来
る
の
で
、
日
常
用
語

的
に
は
「
議
論
の
空
転
」
「
平
行
線

の
議
論
」
「
膠
着
状
態
」
「
行
き
詰
ま

る
」
「
万
策
尽
き
る
」
「
手
詰
ま
り
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

「
堂
々
巡
り
」
の
語
源
と
し
て
は

別
の
説
も
あ
り
ま
す
。
昔
、
中
国
雲

南
省
に
二
人
の
拳
法
の
達
人
が
い
ま

し
た
。
ひ
と
り
の
名
は
堂
高
、
も
う

ひ
と
り
の
名
は
堂
虎
で
す
。

　

ど
ち
ら
も
天
下
無
敵
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
の
で
、
お
互
い
に
意
識
し

合
い
、
人
々
は
「
ど
ち
ら
の
堂
が
強

い
の
か
」
と
噂
す
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。

　

い
よ
い
よ
堂
高
と
堂
虎
は
雌
雄
を

決
す
る
た
め
に
勝
負
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
達

人
。
勝
負
は
三
日
三
晩
続
い
た
も
の

の
、
両
者
と
も
に
譲
ら
ず
、
決
着
は

つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
も
何

度
も
両
者
が
勝
負
し
た
そ
う
で
す
が
、

や
っ
ぱ
り
勝
敗
は
決
し
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
の
た
め
「
勝
負
が
つ
か
な
い
」

「
い
つ
ま
で
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返

す
」
と
い
う
意
味
で
、
堂
高
と
堂
虎

の
名
前
を
冠
し
て
「
堂
々
巡
り
」
と

い
う
言
葉
が
で
き
た
と
い
う
説
で
す
。

こ
れ
が
語
源
で
あ
れ
ば
、
仏
教
用
語

で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
「
堂
に
入
る
」
と
い

う
表
現
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
物

事
に
優
れ
て
い
る
」
「
物
事
が
身
に

つ
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、

論
語
の
「
堂
に
升
（
の
ぼ
）
り
て
室

に
入
ら
ず
」
に
由
来
し
ま
す
。

　

中
国
古
来
の
建
物
に
お
い
て
「
堂
」

は
応
接
間
、
「
室
」
は
奥
の
間
を
指

し
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
堂
」
に
入
っ

た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
物
事

の
真
髄
を
修
得
す
る
に
は
「
室
」
に

入
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す

の
で
、
本
来
は
「
堂
に
入
る
」
だ
け

で
は
不
十
分
で
、
「
室
に
入
る
」
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
表
現
全
体
を

短
縮
し
て
「
堂
に
入
る
」
が
慣
用
句

に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
社
に
お
堂
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
「
堂
々
巡
り
」
は
し
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
祈
願
の
儀

式
と
し
て
「
お
百
度
参
り
」
が
あ
り

ま
す
。

　

も
と
も
と
は
願
掛
け
す
る
神
社
に

百
日
間
参
拝
す
る
「
百
日
詣
で
」
が

原
形
で
す
が
、
病
気
快
癒
な
ど
急
を

要
す
る
祈
願
の
場
合
は
百
日
も
か
け

て
い
ら
れ
な
い
の
で
、
一
日
に
百
度

参
る
と
い
う
形
に
変
わ
っ
て
「
お
百

度
参
り
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
お
寺
で
も
「
お
百
度
参
り
」
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
礼

拝
し
た
回
数
を
間
違
え
な
い
よ
う
に

小
石
や
竹
串
な
ど
を
百
個
用
意
し
て

お
き
、
参
拝
の
た
び
に
拝
殿
や
本
堂

や
階
段
に
ひ
と
つ
ず
つ
置
い
て
い
き

ま
す
。

　

「
堂
々
巡
り
」
が
仏
教
儀
式
な
の

か
、
拳
法
の
達
人
の
勝
負
の
こ
と
な

の
か
、
語
源
論
争
は
「
堂
々
巡
り
」

の
よ
う
な
の
で
（
笑
）、
今
日
は
こ

こ
ま
で
に
し
ま
す
。
で
は
ま
た
来
月
。

※

満員御礼

残席僅か




