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東
三
河
地
域
教
化
セ
ン
タ
ー
活
動
紹
介

岡
崎
教
区
で
は
教
区
内
４
別
院
に
「
地
域
教
化
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
組
織
が
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
教
化
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
豊
橋
別
院
を
拠
点
と
す
る
東
三

河
地
域
教
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

教
区
内
に
別
院
を
拠
点
と
し
た
「
地
域
教
化
セ
ン

タ
ー
」
を
設
置
す
る
と
い
う
構
想
が
２
０
０
７
年
の
赤

羽
地
域
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
す
れ
ば
、
す
で
に
17
年

の
時
間
が
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
東
三
河
地
域
教
化
セ

ン
タ
ー
の
歩
み
は
他
地
域
と
比
べ
て
険
し
い
道
の
り

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

設
置
当
時
の
輪
番
は
「
そ
も
そ
も
別
院
は
教
化
セ
ン

タ
ー
で
あ
る
。
教
区
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
理
念
を
持
ち
、
地
域
か
ら
は
「
別
院
の
教
化
セ
ン

タ
ー
に
な
る
だ
け
で
、
地
域
の
も
の
と
な
る
の
か
」、「
東

三
河
４
・
５
・
６
組
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
教
化
活
動
を
し
て

い
る
。
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
と
い
っ
た
意
見
も
あ
り
、

設
置
運
営
の
合
意
形
成
ま
で
に
時
間
を
要
し
ま
し
た
。

当
初
は
他
地
域
と
同
様
に
い
く
つ
か
の
部
門
に
分
け

て
事
業
を
計
画
、
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
が
、

軌
道
に
乗
る
こ
と
は
な
く
、
数
年
前
か
ら
セ
ン
タ
ー
長

（
輪
番
）、
主
幹
１
名
、
崇
敬
区
内
の
組
長
３
名
に
よ
る

運
営
委
員
会
を
置
き
、
年
度
の
事
業
計
画
の
検
討
な
ど

を
し
、
事
業
ご
と
に
地
域
の
若
手
僧
侶
た
ち
の
協
力
を

得
る
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
紆
余
曲
折

を
経
て
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
教
化
セ
ン
タ
ー
事
業

を
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
、「
聖
教
学
習
会
」。
若
手
僧
侶
た
ち
が
自
ら
テ
ー

マ
、
講
師
な
ど
を
選
び
、「
歎
異
抄
に
聞
く
」
と
題
し
た

連
続
講
座
は
23
回
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
若
手
僧

侶
た
ち
が
法
話
へ
の
取
り
組
み
を
学
ぶ
「
法
話
の
実
践
講

座
」
は
３
回
実
施
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
か
ら
異
な
る

角
度
か
ら
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

次
に
、「
東
三
河
夏
期
講
習
会
」。
こ
れ
は
か
な
り
以

前
か
ら
東
三
河
４
・
５
・
６
組
で
実
施
さ
れ
て
き
た
伝

統
あ
る
講
習
会
で
す
が
、
ま
さ
に
地
域
の
事
業
と
い
う

こ
と
で
セ
ン
タ
ー
事
業
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
市
民
公
開
講
座
」、「
声
明
講
習
会
」
は
別
院

事
業
を
継
続
す
る
形
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
度

は
市
民
公
開
講
座
を
別
院
世
話
方
会
事
業
の
「
御
坊
さ

ん
秋
ま
つ
り
」
と
共
催
し
、
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。
毎
年
、
本
山
な
ど
か
ら
講
師
を
招
く
声
明
講
習

会
に
は
東
三
河
地
域
以
外
の
参
加
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
「
吉よ
し
だ
ご
ぼ
う

田
御
坊
合が

っ
し
ょ
う
だ
ん

唱
団
」
を
結
成
し
て
毎
年
開

催
さ
れ
る
「
合
唱
の
集
い
」
に
は
、
真
宗
門
徒
以
外
の

方
も
参
加
さ
れ
、
歌
を
通
し
て
仏
さ
ま
の
教
え
に
出
遇

う
大
切
な
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
10
月
ご
ろ
に
発
行
さ
れ
る
「
報
恩
講
日
程
案
内
」

は
、
東
三
河
地
域
の
全
寺
院
の
報
恩
講
へ
ど
な
た
で
も

参
詣
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
継
続
し
つ
つ
新
規
の
事
業
を
模
索
し
、

若
手
僧
侶
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
が
、
ご
門
徒
の
参
画
す
る
事
業
が
少
な
い
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
セ
ン
タ
ー
発
足
以
前
、
東
三

河
地
域
に
は
４
・
５
・
６
組
に
よ
る
「
同
朋
大
会
」
と
い
う

大
事
業
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
門
徒
の
中
に
は
「
同
朋
大
会
の

よ
う
な
地
域
の
僧
俗
が
共
に
出
遇
え
る
場
を
」
と
い
う
声
が

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

〈 

事
務
局 
〉

  

第
5
組 
願が

ん
し
ょ
う
じ

照
寺　
　

柴し
ば
た田　

俊と
し
ふ
み史

聖教学習会　　講師：平原　晃宗 氏

市民公開講座　　講師：河合　敦 氏
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豊
橋
別
院
紹
介

　

豊
橋
別
院
の
始
ま
り
は
、
１
５
３
４
年
に
吉
田
川
毛

に
設
立
さ
れ
た
惣

そ
う
ど
う
じ
ょ
う

道
場
（
門
徒
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る

聞
法
道
場
）
だ
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
１
５
７
４
年

に
現
在
の
花
園
町
に
移
転
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
近
く

に
あ
っ
た
淨じ

ょ
う
え
ん
じ

圓
寺
・
正し

ょ
う
り
ん
じ

琳
寺
も
あ
わ
せ
て
花
園
町
へ
移

転
、
間
も
な
く
仁に

ん
ち
ょ
う
じ

長
寺
・
應お

う
つ
う
じ

通
寺
・
蓮れ

ん
せ
ん
じ

泉
寺
も
移
転
し

ま
し
た
（
以
上
、す
べ
て
第
４
組
の
寺
院
）。
こ
れ
ら
五
ヵ

寺
は
、
豊
橋
別
院
の
護
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

し
た
。
こ
の
惣
道
場
に
は
１
５
８
３
年
に
本
願
寺
第
11

代
顕け

ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
よ
り
証

し
ょ
う
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
の
絵
像
が
、
１
５
９
５
年

に
は
第
12
代
教

き
ょ
う
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
よ
り
顕
如
上
人
の
絵
像
が
下
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
６
０
５
年
頃
か
ら
「
誓せ

い
ね
ん
じ

念
寺
」
の
寺
号
を
公
称
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
寺
号
は
仁
長
寺
に
伝
わ
る

親
鸞
聖
人
御
影
の
裏
書
に
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
頃
に

は
境
内
が
徐
々
に
整
い
、
堂
宇
が
備
わ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
１
６
１
４
年
に
第
13
代
宣せ

ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
が
継

職
さ
れ
た
後
、「
御ご

ぼ
う坊

（
地
方
に
位
置
す
る
地
方
本
山
と

し
て
本
山
と
末
寺
・
門
徒
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果

た
す
寺
院
）」
に
取
り
立
て
ら
れ
、
吉
田
御
坊
の
名
で
親

し
ま
れ
ま
し
た
。
１
６
４
４
年
に
は
、
淨
圓
寺
門
徒
の

高た
か
す須

九き
ゅ
う
だ
ゆ
う

太
夫
氏
が
願
主
と
な
り
、
梵
鐘
を
鋳
造
し
ま
し

た
。
こ
の
梵
鐘
は
太
平
洋
戦
争
の
供
出
も
免
れ
、
現
在

で
も
そ
の
音
を
響
か
せ
て
い
ま
す
。

　

１
８
３
６
年
に
は
第
20
代
達た
つ
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
の
命
に
よ
り
境

内
地
の
拡
張
と
堂
舎
の
再
建
が
企
図
さ
れ
ま
し
た
。
募

財
や
材
料
調
整
が
整
い
つ
つ
あ
る
中
、
１
８
５
８
年

に
本
山
両
堂
が
類
焼
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
、

集
め
て
い
た
建
築
用
材
を
本
山
へ
寄
進
、
そ
れ
ら
は
阿

弥
陀
堂
の
再
建
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
改
め
て
造
営
が
進
ん
だ
よ
う
で
す
が
、
１
８

７
１
年
に
本
堂
縁
下
よ
り
出
火
、
境
内
建
物
の
多
く
が

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
１
８
７
３
年
に
は

明
治
政
府
よ
り
廃
寺
の
命
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
何
と

か
存
続
し
、
１
８
７
９
年
に
「
豊
橋
別
院
」
へ
と
改
称
、

再
興
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
８
８
１
年
に
は
境
内
を
拡
張
、
本
堂
を
は
じ
め
様
々

な
建
物
を
新
築
し
ま
し
た
。
１
９
３
０
年
に
は
庫
裏
が

改
築
さ
れ
、
境
内
地
は
２
５
６
４
坪
に
達
し
ま
し
た
。

１
９
４
０
年
に
は
創
立
三
百
年
記
念
法
要
が
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
１
９
４
５
年
６
月
の
太
平
洋
戦
争
に
お
け

る
豊
橋
空
襲
に
よ
り
、
豊
橋
別
院
お
よ
び
五
ヵ
寺
は
全

焼
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ご
本
尊
は
疎
開
し
て
お
り
無
事

で
し
た
が
、
戦
後
区
画
整
理
に
よ
り
別
院
境
内
地
は
半

分
以
下
に
縮
小
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
五
ヵ
寺
も
移

転
、
そ
れ
ぞ
れ
境
内
地
を
狭
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
１
９
４
８
年
に
は
仮
御
堂
の
上
棟
式
が
行

わ
れ
、
花
園
幼
稚
園
も
開
設
、
２
年
後
に
は
仮
御
堂
が

落
慶
、
さ
ら
に
２
年
後
に
鐘
楼
堂
も
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
８
５
年
に
は
現
在
の
本
堂
が
落
慶
、
１
９
９
４
年

に
創
立
三
百
五
十
年
記
念
法
要
厳
修
、
２
０
０
１
年
に

蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
厳
修
、
２
０
１
５
年
に

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
法
要
厳
修
と
、
東
三
河

地
域
の
中
心
道
場
と
し
て
の
役
割
を
担
い
続
け
て
い
ま

す
。

　
参
考
資
料
：『【
吉
田
御
坊
】
真
宗
大
谷
派
豊
橋
別
院
』、

　
　
　
　
　

 

第
５
組
願
照
寺
住
職
作
成
資
料

豊橋別院
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「
熊く
ま
の
か
ん
じ
ん

野
観
心
十じ
っ
か
い
ま
ん
だ
ら

界
曼
荼
羅
」
絵
解
き

往
来
で
絵
解
き
を
す
る
た
め
に
携
行
し

て
い
た
の
が
、
こ
の
「
熊
野
観
心
十
界

曼
荼
羅
」
で
す
。

画
面
は
中
央
の
「
心
」
の
文
字
を
中

心
に
し
て
、
上
下
に
大
き
く
二
つ
に
分

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
輪
月
輪
の
下
、
大
き
な
山
が
画
面

を
占
め
て
い
ま
す
。
頂
の
す
ぐ
下
に
は

阿
弥
陀
如
来
と
諸
菩
薩
に
よ
っ
て
「
仏
」

と
「
菩
薩
」、
山
の
右
端
に
「
声

し
ょ
う
も
ん聞」、

左

端
に「
縁え

ん
が
く覚

」の「
四し

せ
い聖

」が
描
か
れ
ま
す
。

こ
の
「
四
聖
」
と
迷
い
の
「
六
道
（「
地

獄
」「
餓
鬼
」「
畜
生
」「
修
羅
」「
人
」

「
天
」）」
を
合
わ
せ
て
「
十
界
」
と
い
い
、

「
心
」
の
文
字
は
、
十
界
全
て
と
赤
い

線
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
十
界
や

生
死
の
区
切
り
は
鳥
居
に
よ
っ
て
示
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
の
心
や
行
い
に

よ
っ
て
死
後
の
世
界
が
決
ま
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

上
部
に
ひ
と
際
大
き
く「
老
い
の
坂
」

が
描
か
れ
、私
た
ち
の
一
生
で
あ
る
「
人

道
」
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
た
赤
子
は
鳥
居
を
く
ぐ
り
、

少
年
か
ら
青
年
へ
と
成
長
し
、
結
婚
し

て
伴
侶
と
共
に
頂
で
栄
華
を
極
め
ま
す
。

仏
教
の
宇
宙
観
を
描
い
た
曼

荼
羅
で
、
輪
廻
と
悟
り
の
世
界

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
中
世
か

ら
近
世
に
か
け
て
、
熊く
ま
の
も
う
で

野
詣
を

勧
め
る
た
め
、
熊く

ま
の野

比び

く

に
丘
尼
が

し
か
し
止
ま
る
こ
と
な
く
坂
を
下
り
な

が
ら
、
や
が
て
老
い
て
死
を
迎
え
ま
す
。

山
坂
に
よ
っ
て
「
生
老
病
死
」
が
象
徴

的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

一
生
を
終
え
た
男
は
画
面
下
部
の
世

界
へ
と
導
か
れ
て
い
き
ま
す
。
三
途
の
川

を
渡
り
、
奪だ

つ
え
ば

衣
婆
に
は
ぎ
取
ら
れ
た
衣
は

衣え
り
ょ
う
じ
ゅ

領
樹
に
掛
け
ら
れ
、
業
（
罪
）
の
重
さ

が
計
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
閻
魔
王
の
審
判

に
よ
り
行
き
先
が
決
ま
り
ま
す
。

大
半
の
者
が
生
前
の
罪
に
応
じ
て
、

修
羅
道
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
、
あ
る
い

は
大
き
く
描
か
れ
る
地
獄
道
に
堕
と
さ

れ
ま
す
。
地
獄
で
は
血
の
池
や
刃と

う
よ
う
り
ん

葉
林
、

永よ
う
ち
ん沈

と
い
っ
た
お
ぞ
ま
し
い
責
め
苦
に

悶
絶
す
る
亡
者
の
姿
が
リ
ア
ル
に
描
か

れ
ま
す
。

誰
し
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
堕
ち
た
く

な
い
。
罪
を
犯
さ
ず
に
お
れ
な
い
凡
夫
の

恐
怖
心
を
煽
り
、
追
善
供
養
を
勧
め
る
の

が
こ
の
曼
荼
羅
の
主
眼
の
一
つ
で
す
。

と
同
時
に
、「
心
（
私
）」
と
「
阿
弥

陀
如
来
（
浄
土
）」
と
を
最
短
距
離
で
結

ぶ
と
こ
ろ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
（
お
念

仏
）
の
救
い
も
描
か
れ
て
お
り
、
大
変

有
難
い
で
す
。

第
16
組 
本ほ

ん
し
ょ
う
じ

證
寺　
　

　
　

小お
や
ま山　

興こ
う
え
ん円

　
　

 

住
所
：
安
城
市
野
寺
町

　
　
　
　
　

 

野
寺
26
番
地

熊野観心十界曼荼羅図（本願寺派照雲寺所蔵）
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第
１
期
共
学
研
修
室　

概
要　

共
学
研
修
室
始
動
の
お
知
ら
せ

２
０
２
１
年
度
よ
り
協
議
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し

た
教
区
教
学
研
鑽
機
関
「
共
学
研
修
室
」
が
今
年
度

か
ら
い
よ
い
よ
始
動
い
た
し
ま
す
。
今
期
の
概
要
を

以
下
に
記
し
ま
す
の
で
、
ご
一
読
く
だ
さ
い
。
ご
参

加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆  

設
置
の
願
い
／
親
鸞
聖
人
は
そ
の
生
涯
で
何
を
求

め
続
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
上

人
と
の
出
遇
い
、
お
念
仏
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
「
本

願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば　

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な

き
」
と
言
い
切
れ
る
仏
道
を
歩
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
、
踊
躍
歓
喜
す
る
ほ
ど
の
感
動
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
感
動
は
、
聖
人
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
時
代
そ

の
環
境
の
中
で
苦
悩
す
る
人
々
の
上
に
、
確
か
な
人
生

の
歩
み
を
開
い
て
き
ま
し
た
。

今
を
生
き
る
私
た
ち
に
は
、
私
た
ち
の
思
い
を
超
え

て
、
お
聖
教
の
言
葉
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
言
葉
か
ら
何
が
聞
こ
え
て
く
る
で
し
ょ
う
か
。
お
念

仏
の
教
え
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方

が
開
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
自
分
自
身
の

中
に
あ
る
素
朴
な
問
い
を
足
掛
か
り
に
し
て
、
共
に
聞

法
し
あ
う
学
場
を
作
り
た
い
と
願
い
、
岡
崎
教
区
共
学

研
修
室
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

◆  

期
間
／
２
０
２
４
年 

12
月  

〜  

２
０
２
７
年 

３
月

◆  

学
習
内
容
／

①  

講
義
：
鶴つ

る
み見　

晃
あ
き
ら 

氏
（
同
朋
大
学
教
授
）
よ
り

正
信
偈
を
学
ぶ
。

② 

事
前
学
習
：
講
義
に
関
す
る
予
習
。

③ 

事
後
学
習
：
座
談
と
小
レ
ポ
ー
ト
作
成
。

④  

攻
究
・
座
談
：
研
修
生
が
各
々
の
課
題
に
つ
い
て
話

し
合
う
。

⑤  

特
別
講
義
：
鶴
見
先
生
以
外
の
講
師
を
招
い
た
学
習
会
。

公
開
学
習
会
。

⑥  
宿
泊
研
修
：
任
期
内
に
一
度
、
学
び
の
総
決
算
と
し

て
行
う
。

⑦  

レ
ポ
ー
ト
：
最
終
年
度
に
４
０
０
０
字
程
度
の

レ
ポ
ー
ト
提
出
。

◆  

日
程
／

　

 

第
１
回　
　

２
０
２
４
年
12 
月 
17
日 

㈫

14
時
30
分  

〜  

18
時

　

 

第
２
回　
　

２
０
２
５
年 

１
月 

20
日 
㈪

14
時
30
分  
〜  
18
時

　

 

第
３
回　
　

２
０
２
５
年 

２
月 

20
日 

㈭

14
時
30
分  

〜  

18
時

こ
れ
以
降
３
月
か
ら
６
月
ま
で
月
１
回
実
施
。

◆  

参
加
条
件
／

満
18
歳
以
上
で
真
宗
の
教
え
を
真
摯
に
学
び
た
い
と

い
う
意
思
の
あ
る
岡
崎
教
区
内
寺
院
ま
た
は
教
会
に
所

属
す
る
僧
侶
及
び
門
徒
。
た
だ
し
、
全
日
程
参
加
を
原

則
と
す
る
。

◆  

定
員
／
15
名

◆   

ス
タ
ッ
フ
／

　

 

室
長
：
本
田 　
康
英　

 （
第
1
組
萬
徳
寺
）

　

 

補
導
：
稲
前　

恵
文　

  （
六
ッ
美
組
本
光
寺
）

　

 　
　
　

芦
谷　

恵
美　

  

（
幸
田
組
安
樂
寺
）

　

 　
　
　

佐
々
木　

照
美
（
第
18
組
上
宮
寺
）

　

 　
　
　

鶴
見　

幹　
　

  （
第
23
組
願
正
寺
）

　

 　
　
　

藤
原　

傳
良　

  （
松
平
組
德
山
寺
）

　

 　
　
　

鬼
頭　

衛　
　

  （
第
31
組
圓
満
寺
）

◆  

会
場
／
岡
崎
教
務
所

◆  

研
修
費
／ 

・
入
学
金
、
授
業
料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

  

・
教
務
所
ま
で
の
交
通
費
を
支
給
し
ま
す
。

◆  

申
し
込
み
／

受
講
願
（
教
区
通
信
8
月
号
同
封
）
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
11
月
18
日
㈪
ま
で
に
教
務
所
ま
で
ご
提
出
く

だ
さ
い
（
郵
送
可
）。
受
講
願
が
お
手
元
に
無
い
方
は

教
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆  

そ
の
他
／

　
ご
不
明
な
点
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
教
務
所
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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第
34
組
專
念
寺
さ
ん
の
青
少
幼
年
教
化
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
住
職
の
曽
我
一
洋
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
な
ぜ
子
ど
も
会
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た
の

　
で
す
か
？

　

も
と
も
と
專
念
寺
は
子
ど
も
会
を
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
、
自
分
が
住
職
に
な
っ
た
ら

や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
し

た
。
今
回
や
っ
て
み
た
の
は
、
自
分
の
子
ど

も
（
５
歳
と
２
歳
）
の
相
手
も
で
き
る
し
、

子
ど
も
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
今
後
の

お
寺
の
た
め
に
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
か
ら
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
ミ
ン
グ

が
合
っ
て
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

―
実
際
に
や
っ
て
み
て
ど
う
感
じ
ま
し
た

　
か
？

　

参
加
者
数
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
（
曽

我
さ
ん
の
子
ど
も
を
含
め
て
４
人
）、
親
御
さ

ん
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
参
加
し
て
く
れ
た
子

た
ち
は
「
楽
し
か
っ
た
。」
と
言
っ
て
く
れ
て

い
た
そ
う
な
の
で
、
や
っ
て
良
か
っ
た
で
す
。

　

し
か
し
、
門
徒
さ
ん
か
ら
子
ど
も
会
に
つ

い
て
反
応
が
無
か
っ
た
こ
と
は
課
題
で
す
。

寺
報
で
周
知
し
た
の
で
す
が
、
次
か
ら
は
他

の
Ｐ
Ｒ
方
法
も
考
え
た
い
で
す
。
ま
た
、
門

徒
さ
ん
以
外
の
地
域
の
方
々
に
対
し
て
は
今

回
周
知
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
も
必
要
だ

と
思
い
ま
し
た
。

　

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
を
元
教
員
の

門
徒
さ
ん
に
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
お
寺
の
人
間
だ
け

で
す
べ
て
や
ろ
う
と
す
る
と
大
変
な
の
で
。

―
今
後
は
ど
う
し
て
い
き
た
い
で
す
か
？

　

ま
た
来
年
同
じ
時
期
に
や
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
寺
報
を
年
２
回
春
と
秋
に
出
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
秋
に
も

や
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

以
前
、
子
ど
も
会
を
組
で
や
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
参
加
者
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て

く
れ
た
こ
と
は
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
準
備

も
大
掛
か
り
に
な
り
、
大
変
で
し
た
。
そ
の

時
に
個
々
の
お
寺
で
小
規
模
で
や
っ
た
方
が

長
続
き
す
る
の
で
は
、
と
感
じ
ま
し
た
。
で

す
の
で
、
今
後
も
少
人
数
で
も
何
と
か
続
け

て
い
き
た
い
で
す
。

《「
子
ど
も
会
相
談
室
」
に
つ
い
て
》

　

教
区
教
化
委
員
会
の
青
少
幼
年
教
化
部
会

は
、
教
区
内
寺
院
の
子
ど
も
会
設
立
・
充
実

を
支
援
す
る
「
子
ど
も
会
相
談
室
」
と
い
う

事
業
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
の
專
念
寺
さ
ん

が
初
め
て
の
支
援
事
例
と
な
り
ま
し
た
。

　

部
会
で
は
「
子
ど
も
会
を
始
め
て
み
た

い
」「
子
ど
も
会
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
」

と
い
う
寺
院
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
教
務
所
ま
で
ご
一

報
く
だ
さ
い
。

岡
崎
教
区

青
少
幼
年
教
化
通
信

曽そ

が我　

一
か
ず
ひ
ろ洋　

（
1 

9 

6 

9
年
生
ま
れ
）

住
所
：
静
岡
市
清
水
区
上
1
丁
目
10
番
14
号

第
34
組　

專せ
ん
ね
ん
じ

念
寺

協力していただいたご門徒
さんたち

ドライアイスを使った遊び
を楽しむ子どもたち

住職のお話

住職と青少幼年教化部会員で打ち
合わせ

〈
岡
崎
教
区
青
少
幼
年
教
化
通
信
に
つ
い
て
〉

こ
の
ペ
ー
ジ
は
教
区
教
化
委
員
会
の
青
少
幼
年
教
化
部
会
に
協
力
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
部
会
は
、
活
動
の一
環
と
し
て
寺
院
で
の
青
少
幼
年
教
化
の
取
り
組
み
を

取
材
し
て
お
り
、「
岡
崎
教
区
青
少
幼
年
教
化
通
信
」
は
、
そ
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
事
例
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

日　程

10:00
住職によるお話。
阿弥陀仏の仏像を見てもらいながら
話した。

10:20
レクリエーション。空気砲、ドライ
アイスを使った遊び、ブンブンごまな
ど。

12:00頃 終了
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みんなの掲示板 おいでんみりん
日 日時　会 会場　講 講師　内 内容　テ テーマ　持 持ち物　費 参加費　対 対象　問 問合せ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょ変更となる場合があります。

費 

無
料

会  

問 

豊
橋
別
院

☎ 

０
５
３
２-

５
２-

５
０
８
３

赤
羽
地
域
教
化
セ
ン
タ
ー

「
儀
式
作
法
研
鑚
会
」

日 

9
月
2
日
㈪ 

　

  

10
月
7
日
㈪

　

  

14
時
〜
16
時（
２
回
と
も
）

講 

織
田　

顕
慶 

氏（
第
８
組
宿
縁
寺
）

テ 

報
恩
講　

お
勤
め

費 

無
し

会	

赤
羽
別
院

	

問	

第
13
組
長
壽
寺

☎		

０
５
６
３-

７
２-

７
２
４
７

静
岡
別
院

「
別
院
さ
ん
の
公
開
講
座
」（
法
話
）

日 

10
月
13
日
㈰ 

14
時
〜
16
時

講 

佐
野　

明
弘 

氏

　

  （
大
谷
専
修
学
院
院
長
）

テ 

信
心
に
迷
う

日 

11
月
13
日
㈬ 

14
時
〜
16
時

講 
武
田　

定
光 

氏（
東
京
教
区
因
速
寺
）

テ 
阿
弥
陀
さ
ん
の
謝
罪

費  

無
料（
２
回
と
も
）

会		

問	

静
岡
別
院

☎		

０
５
４-

２
５
３-
１
７
３
７

東
三
河
地
域
教
化
セ
ン
タ
ー

「
聖
教
学
習
会　

歎
異
抄
に
聞
く
」

日 

9
月
13
日
㈮ 

14
時
〜
16
時

講 

平
原　

晃
宗 

氏
（
大
谷
中
・
高
等
学
校　
　

　

 

宗
教
科
講
師
、
京
都
教
区
正
蓮
寺
）

テ 

歎
異
抄
第
12
条

費 

５
０
０
円

会  

問 

豊
橋
別
院

☎ 

０
５
３
２-

５
２-

５
０
８
３

「
声
明
講
習
会
」

日 

10
月
11
日
㈮ 

13
時
〜
17
時

講 

藤
原　

忍 

氏

　
 （
本
山
定
衆
、
大
阪
教
区
光
善
寺
）

テ 
内
陣
に
お
け
る
声
明
作
法

費 

無
料

持  

大
谷
派
声
明
集
、「
真
宗
の
儀
式
」、
間
衣
、

輪
袈
裟
、
直
綴
、
五
条
袈
裟
、
半
装
束
念

珠
、
中
啓
、
白
服
な
ど 

対 

教
区
内
住
職
、
寺
族

会  

問 

豊
橋
別
院

☎ 

０
５
３
２-

５
２-

５
０
８
３

「
市
民
公
開
講
座
」

日 

9
月
28
日
㈯ 

13
時
30
分
開
始

講 

落
合　

恵
子 

氏

　

 （
作
家
、
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
主
宰
）

テ  

生い
の
ち命
の
感
受
性
〜
心
の
ア
ン
テ
ナ
、
磨
い

て
ま
す
か
？
〜

「
靖
国
問
題
学
習
会
」

日 
12
月
4
日
㈬ 

講 
大
東　

仁 

氏 

　

 （
名
古
屋
教
区
圓
光
寺
）

内  

真
宗
大
谷
派
の
人
間
と
し
て
な
ぜ
靖
国

問
題
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
を
再
確

認
す
る
。

費 

無
料

会  

問 

岡
崎
教
務
所

☎ 

０
５
６
４-

２
２-

２
１
３
６

三
河
地
域
教
化
セ
ン
タ
ー

「
真
宗
の
葬
儀
」　

　

 

︱ 

葬
儀
・
死
・
儀
式 

︱
に
つ
い
て

日 

9
月
9
日
㈪ 

14
時
〜
16
時

講 

鬼
頭　

武
志  

氏
（
本
山
堂
衆
）

テ 

葬
儀
の
お
つ
と
め

費 

５
０
０
円

持 

真
宗
大
谷
派
声
明
集
、
ま
た
は

　

 

大
谷
声
明
集

会  

問 

三
河
別
院

☎ 

０
５
６
４-

２
１-

０
６
２
５

教　

区

地　

域

※ 

内
容
は
変
更
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

詳
細
は
教
区
・
団
体
に
つ
い
て
は
教
務
所
、

地
域
に
つ
い
て
は
各
別
院
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

組
、
有
志
で
公
開
学
習
会
の
案
内
掲
載

希
望
の
場
合
は
教
務
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。『
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｔ
』
は
年
３
回

の
発
行
予
定
で
す
。
紙
面
の
都
合
で
、

掲
載
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
念
仏
申
す
の
か
―
―
。

本
尊
と
向
き
合
う
時
と
場
が
喪
失
さ

れ
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
親
鸞
聖

人
の
言
葉
や
そ
の
姿
勢
か
ら
、
本
尊
を

前
に
合
掌
し
〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〞
と
称

え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
尋
ね
る
小
冊
子

で
す
。
本
山
Ｈ
Ｐ
、
ま
た
は
岡
崎
教
務
所

か
ら
ご
注
文
い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。　
　

 

東
本
願
寺
出
版　
　

１
１
０
円
（
税
込
）

合
掌
の
す
が
た

―
帰
依
三
宝
の
称
名
念
仏
―

書
籍
の
紹
介
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岡崎教区ホームページ 岡崎教区facebook

岡崎教区教化テーマ

岡崎教務所  ☎ 0564-22-2136

第
４
組　

淨
福
寺　

大
橋　
　

崇

第
８
組　

圓
満
寺　

水
頭　

英
樹

第
16
組　

西
心
寺　

近
藤　

祐
賢

〔
２
０
２
４
年
４
月
28
日
任
命
〕

※
こ
の
法
語
は
『
お
東
さ
ん
の
日
め
く
り
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
』（
東
本
願
寺
出
版
）
よ
り
抜
粋
し
ま
し
た
。

松
まつもと

本　梶
かじまる

丸
1938年（昭和13年）～2008年（平成
20年）石川県松任市（現・白山市）
に生まれる。真宗大谷派本誓寺前
住職。

私
た
ち
の
い
の
ち
は
、

た
だ
不
思
議
と
い
う
こ
と
に

支
え
ら
れ
て
あ
る

法
語

　

先
日
、
三
河
別
院
に
あ
る
方
よ
り
一
通

の
メ
ー
ル
を
頂
き
ま
し
た
。「
真
宗
の
教
え

に
感
銘
を
受
け
た
た
め
、 

真
宗
の
生
活
に
つ

い
て
い
く
つ
か
教
え
て
欲
し
い
。」
概
ね
そ

の
よ
う
な
内
容
の
メ
ー
ル
で
し
た
。
と
て

も
あ
り
が
た
い
内
容
の
メ
ー
ル
で
す
。
し

か
し
一
同
、
文
字
で
頂
い
た
問
い
・
思
い

に
対
し
て
、
文
字
で
お
答
え
す
る
難
し
さ

を
痛
感
し
ま
し
た
。 

　

一
方
で
文
字
は
何
度
で
も
読
み
返
す
事

が
で
き
ま
す
。
何
度
で
も
読
み
返
し
て
書

き
手
の
気
持
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
事
が
で

き
る
、
そ
れ
が
文
字
の
良
い
と
こ
ろ
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 　
（
編
集
：
あ
ん
ど
う
）

 

編
集
後
記

岡崎教務所（MAST担当）okazaki@higashihonganji.or.jp

みなさまの声をお聞かせください
『ＭＡＳＴ』に対するご意見、ご要望をお寄せください。下記メールアドレスにて受け付けております。
より多くの方に、手に取っていただける広報誌にするためにみなさまのご協力をお願いします。

住
職
任
命

松
本
　
梶
丸

『
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｔ
』
は
年
３
回
、
１
・
５
・
９
月
に
発
行
し
て
お
り
、

表
紙
写
真
を
教
区
の
皆
さ
ま
か
ら
募
集

し
て
お
り
ま
す
。

　

次
号
第
12
号
は
1
月
の
発
行
と
な
り

ま
す
。
写
真
撮
影
が
趣
味
の
方
、
ぜ
ひ

お
持
ち
の
写
真
を
ご
提
供
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

※
都
合
上
、
提
供
い
た
だ
い
た
写
真
を

使
用
で
き
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

【
提
供
方
法
】

岡
崎
教
務
所
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

okazaki@
higashihonganji.or.jp

宛
て
に
写
真
の
デ
ー
タ
を
添
付
し
て

ご
送
付
く
だ
さ
い
。

『
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｔ
』
表
紙
写
真
募
集
の
お
知
ら
せ

これまでの表紙写真
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