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分
け
て
、
三
つ
の
テ
ー
マ
で

そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
討
論
を

し
、
そ
の
結
果
を
発
表
す
る

形
で
進
め
ま
し
た
。
テ
ー
マ

は
「
家
族
へ
ご
奉
公
の
姿
を

見
せ
る
」、「
財
の
ご
有
志
で

い
た
だ
い
た
ご
利
益
」、「
役

中
ご
奉
公
で
困
っ
た
こ
と
と
、

喜
び
の
体
験
」
に
つ
い
て
、

三
人
の
方
か
ら
発
表
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
な
か
に
は
シ
リ
ア
ス
な
お

話
も
あ
り
、
五
ヵ
寺
の
壮
年

会
員
相
互
が
有
意
義
な
時
間

を
共
有
で
き
ま
し
た
。
梅
田

日
芳
御
導
師
の
講
話
を
拝
聴

し
た
中
部
北
布
教
区
壮
年
会

の
皆
さ
ん
は
、
自
身
の
信
心

改
良
と
今
後
の
ご
奉
公
の
お

役
に
立
て
る
こ
と
を
お
誓
い

し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

（
布
教
区
壮
年
会
会
長
・

建
国
寺
・
河
合
義
介
記
）

　
中
部
北
布
教
区
壮
年
会
で

は
六
月
二
十
二
日
、
佛
立
開

導
日
扇
聖
人
ご
生
誕
二
百
年

慶
讃
ご
奉
公
「
佛
立
開
花
運

動
」
推
進
の
一
環
と
し
て
、

岸
和
田
妙
扇
寺
・
梅
田
日
芳

御
導
師
を
お
招
き
し
て
「
壮

年
信
徒
の
集
い

　
教
養
大
会
」

を
大
垣
妙
法
寺
で
開
催
い
た

し
ま
し
た
。

　
北
布
教
区
五
ヵ
寺
の
壮
年

会
員
六
十
九
名
が
集
い
、
九

時
半
よ
り
担
当
教
務
・
古
定

日
詔
師
導
師
の
も
と
開
催
お

看
経
。
続
い
て
第
三
支
庁
で

取
り
組
ん
で
い
ま
す
「
お
誓

い
の
こ
と
ば
」
を
唱
和
。

　

お
誓
い
の
こ
と
ば

　
佛
立
開
導
日
扇
聖
人
ご
生

誕
二
百
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
御
講
の
花
を
咲
か
せ
ま
す

一
、 

私
は
御
講
参
詣
に
さ
そ

い
ま
す

一
、 

私
は
御
講
席
主
を
す
す

め
ま
す

一
、 

私
は
御
法
門
を
聞
い
て

伝
え
ま
す

一
、 

私
は
喜
ん
で
布
施
供
養

い
た
し
ま
す

　
そ
の
後
、
梅
田
日
芳
御
導

師
よ
り
「
身
命
財
の
三
捨
の

大
事
」
に
つ
い
て
の
講
話
を

い
た
だ
き
、
折
に
触
れ
て
御

導
師
よ
り
質
問
が
飛
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、
緊
張
感
の

漂
う
中
で
の
講
話
と
な
り
ま

し
た
。
途
中
、
休
憩
を
は
さ

み
な
が
ら
十
二
時
ま
で
講
話

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
懇
切
丁
寧
な
お
話
ぶ
り
で
、

一
同
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
響

く
お
話
で
し
た
。
特
に
、
冒

頭
の
第
一
声
、「
素
直
・
正

直
・
文
句
を
言
う
な
」、「
元

気
・
達
者
で
死
ぬ
ま
で
ご
奉

公
」、「
本
当
の
ご
奉
公
は
冥

の
照
覧
」
等
々
心
に
届
く
お

話
で
し
た
。

　
終
了
後
、
梅
田
日
芳
御
導

師
、
古
定
日
詔
師
を
中
心
に

御
宝
前
の
前
に
て
記
念
写
真

を
撮
影
、
引
き
続
き
ホ
ー
ル

に
移
動
し
て
、
お
供
養
を
い

た
だ
き
な
が
ら
他
寺
院
壮
年

会
と
の
交
流
会
、
討
論
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
交
流
会
は
全
体
に
八
班
に

　
京
都
の
地
で
日
像
上
人
が
ご
説せ

っ

法ぽ
う

を
は
じ
め
ら

れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
有ゆ

う

力り
ょ
く

な
商し

ょ
う

工こ
う

業ぎ
ょ
う

者し
ゃ

の
人
た

ち
が
御
題
目
の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

と
な
っ
て
い
っ
た
ん
だ
。

あ
ま
り
に
御
題
目
の
ご
信
者
が
増ふ

え
て
い
っ
た
た

め
に
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

（
天て

ん

台だ
い

宗し
ゅ
う

）
を
は
じ
め
と
す
る
他た

宗し
ゅ
う

派は

の
強
い
反は

ん

発ぱ
つ

を
受う

け
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
ん
だ
。

　
特と

く

に
、
当
時
の
日
本
の
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

の
中ち

ゅ
う

心し
ん

的て
き

な
存そ

ん

在ざ
い

で
あ
っ
た
比
叡
山
は
、
日
像
上
人
を
「
誤あ

や
ま

っ
た
教

え
を
弘ひ

ろ

め
る
悪わ

る

い
僧そ

う

」
と
朝ち

ょ
う

廷て
い

（
天て

ん

皇の
う

が
政せ

い

治じ

を

行
う
所と

こ
ろ

）
に
ざ
ん
訴そ

（
他た

人に
ん

を
お
と
し
入
れ
よ
う

と
し
て
事じ

実じ
つ

を
ま
げ
て
言
い
つ
け
る
こ
と
）
し
た

ん
だ
よ
。

　
こ
の
誤
っ

た
訴う

っ
た

え
を
信

じ
た
朝
廷
は
、

日
像
上
人
を

洛ら
く

外が
い

（
京
都

の
そ
と
）
に

追つ
い

放ほ
う

（
追お

い

払は
ら

う
こ
と
）

す
る
ん
だ
。

し
か
し
、
暫し

ば
ら

く
し
て
日
像

上
人
は
赦し

ゃ

免め
ん

さ
れ
（
許ゆ

る

さ

れ
）
て
京
都
に
戻も

ど

っ
て
こ
ら
れ
る
ん
だ
。
そ
し
て
、

日
像
上
人
が
再ふ

た
た

び
布ふ

教き
ょ
う

活か
つ

動ど
う

を
開か

い

始し

さ
れ
る
と
、

ま
た
ご
信
者
が
増
え
て
い
き
、
比
叡
山
や
他
宗
派

の
反は

ん

感か
ん

を
買
い
洛
外
に
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。

　
日
像
上
人
は
京
都
の
都
を
追
放
さ
れ
た
り
戻
っ

た
り
を
三
度ど

も
繰く

り
返か

え

さ
れ
た
ん
だ
。
一
回
目
が

徳と
く

治じ

二
年
（
一
三
〇
七
）
の
土と

佐さ

（
高こ

う

知ち

県け
ん

）
へ

の
配は

い

流る

（
島し

ま

な
が
し
）。
二
回
目
が
翌よ

く

三
年
（
一

三
〇
八
）
の
紀き

伊い

（
和わ

歌か

山や
ま

県け
ん

）
へ
の
配
流
。
三

回
目
は
元げ

ん

亨こ
う

元
年
（
一
三
二
一
）
の
洛
外
追
放
。

こ
れ
を
「
三さ

ん

黜ち
つ

三さ
ん

赦し
ゃ

」
と
い
う
ん
だ
よ
。

　
三
回
目
の
「
追
放
と
赦
免
」
の
後
、
遂つ

い

に
そ
の

正し
ょ
う

法ほ
う

（
御
題
目
の
正
し
い
ご
信し

ん

心じ
ん

）
の
正せ

い

統と
う

性せ
い

（
正
し
さ
）
が
天
皇
に
伝つ

た

わ
っ
て
、
日
像
上
人
は

「
京
都
に
御
題
目
を
弘
め
て
も
よ
い
」
と
い
う
勅ち

ょ
っ

許き
ょ

（
天
皇
の
お
許
し
）
を
賜た

ま

わ
っ
た
（
い
た
だ
い

た
）
ん
だ
。
そ
し
て
妙み

ょ
う

顕け
ん

寺じ

と
い
う
お
寺
を
建た

て

た
ん
だ
。
日
像
上
人
が
京
都
に
来
て
二
十
八
年
目

の
こ
と
な
ん
だ
ね
。

　
建け

ん

武む

元
年
（
一
三
三
四
）
四
月
十
四
日
に
は
、

「
妙
顕
寺
を
勅ち

ょ
く

願が
ん

寺じ

（
国
家
の
平へ

い

安あ
ん

・
皇こ

う

室し
つ

繁は
ん

栄え
い

な
ど
を
祈き

願が
ん

す
る
お
寺
）
と
す
る
。
御
題
目
の
ご

信
心
を
弘
め
、
四し

う

海か
い

泰た
い

平へ
い

（
天
下
・
世せ

界か
い

平へ
い

和わ

）

を
祈い

の

り
な
さ
い
」
と
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
の
御ご

綸り
ん

旨じ

（
天

皇
か
ら
の
命め

い

令れ
い

文
書
）
を
賜た

ま

わ
っ
た
ん
だ
。

　
お
祖
師
さ
ま
（
日に

ち

蓮れ
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
か
ら
の
帝て

い

都と

（
京
都
）
に
御
題
目
を
弘
め
な
さ
い
と
の
御お

遺い

命め
い

（
亡な

く
な
る
時
に
残の

こ

し
た
命
令
）
を
日
像
上
人
は

見み

事ご
と

に
達た

っ

成せ
い

さ
れ
た
ん
だ
ね
。

　
興こ

う

国こ
く

三
年
（
一
三
四
二
）
の
春
、
日
像
上
人
は

身み

延の
ぶ

（
山や

ま

梨な
し

県け
ん

）、
鎌か

ま

倉く
ら

（
神か

奈な

川が
わ

県け
ん

）、
池い

け

上が
み

（
東と

う

京き
ょ
う

都と

）
と
、
お
祖
師
さ
ま
が
廻ま

わ

ら
れ
た
所
を

参さ
ん

詣け
い

さ
れ
、
そ
し
て
故こ

郷き
ょ
う

の
平ひ

ら

賀が

（
千ち

葉ば

県け
ん

）
を

旅た
び

さ
れ
た
ん
だ
。

　
同
年
十
一
月
、
妙
顕
寺
を
お
弟で

子し

の
大だ

い

覚か
く

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

に
譲ゆ

ず

ら
れ
、
お
祖
師
さ
ま
の
御お

命め
い

日に
ち

と
同
じ
十

三
日
に
御お

ん

年と
し

七
十
四
歳
で
ご
入
滅
さ
れ
た
ん
だ
。

帝
都
弘
通
に
全す

べ

て
を
捧さ

さ

げ
て
こ
ら
れ
た
尊と

う
と

い
ご
生し

ょ
う

涯が
い

だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

永え
い

仁に
ん

二
年
（
一
二
九
四
）、
お
祖そ

師し

さ
ま
の
十
三
回か

い

忌き

の
年
。
こ

の
年
の
四
月
二
十
八
日
（
お
祖
師
さ
ま
が
初は

じ

め
て
御お

題だ
い

目も
く

を
唱と

な

え

ら
れ
た
立り

っ

教き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
う

の
日
）
に
、
日に

ち

像ぞ
う

上し
ょ
う

人に
ん

は
京

き
ょ
う

都と

御ご

所し
ょ

の
門も

ん

前ぜ
ん

に

立
ち
、
御
題
目
を
お
唱
え
さ
れ
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
お
祖
師
さ
ま

と
の
お
約や

く

束そ
く

を
果は

た
す
べ
く
京
都
で
の
ご
奉ほ

う

公こ
う

を
開か

い

始し

さ
れ
た
ん

だ
ね
。

　

今
回
は
、
日
像
上
人
の
京
都
で
の
ご
奉
公
で
有ゆ

う

名め
い

な
「
三さ

ん

黜ち
つ

三さ
ん

赦し
ゃ

」

と
い
う
お
話
と
、
日
像
上
人
の
最さ

い

期ご

の
ご
様よ

う

子す

を
お
話
し
す
る
よ
。

日
像
上
人
の
ご
入
滅

に
ゅ
う
め
つ

三

黜

三

赦

日
像
上
人
②

に
ち

ぞ
う

し
ょ
う

に
ん

永仁２年（1294）４月28日、日像上人ははじめに京都御所の門
前で御題目をお唱えされ、京都でのご奉公のスタートを切られた

日像上人の絵図（重要文化財・妙顕寺蔵）

後醍醐天皇より賜った勅願寺としての証（重要文化
財・妙顕寺蔵）

日像上人が創建され後醍醐天皇の御綸旨を賜った勅
願寺である妙顕寺

壮
年
会
の
教
養
大
会
を
開
催

身
命
財
の
三
捨
の
大
事
を
学
ぶ

中
部
北
布

3支

意見交換のまとめを発表する

講話終了後、梅田日芳師・古定日詔師を中心に本堂にて記念撮影


