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老僧が「中庭はきれいかのぅ

（挨）」と聞く。耕平が「静か

に掃き清めています（拶）」

と返す。下で眺める子ども「ふ

～ん、挨拶って仏教の言葉な

んだぁ」とつぶやく。

　愛知県名古屋市生まれ。日泰寺の地元、田代小学校、

城山中学校を卒業。２００２年から地元の歴史・文化

の継承と振興のために、日泰寺の縁日（毎月２１日）に

「弘法さんかわら版」をお配りしています。２０１３年から知立遍照院の

縁日でも「弘法さんかわら版」がスタート。

　全国先達会、愛知県先達会、東日本先達会などで仏教関係の講演を行っ

ているほか、毎年年末には日泰寺西隣の専修院で「弘法さんを語る会」を

開催。中日文化センター「くらしの中の仏教」講座の講師も務めています。

　著書に「弘法大師の生涯と覚王山」、「仏教通史」、「四国霊場と般若心経」

（大法輪閣）など。

　愛知県立旭丘高校、早稲田大学・大学院を経て、日本銀行に１８年間勤

務した後、２００１年から参議院議員。元内閣府副大臣・厚生労働副大臣。

　現在、早稲田大学と藤田保健衛生大学医学部の客員教授を兼務。元中央

大学大学院客員教授（２００５～１７年）。早稲田大学博士。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ
い

よ
春
本
番
。
で
も
、
朝
晩
は
冷
え
込

む
日
も
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご

自
愛
く
だ
さ
い
。

　

日
常
会
話
の
中
に
浸
透
し
て
い
る

仏
教
用
語
を
お
伝
え
し
て
い
る
か
わ

ら
版
。
仏
教
用
語
が
た
く
さ
ん
定
着

し
て
い
る
の
に
は
驚
き
ま
す
。

　

四
月
と
言
え
ば
入
学
、
新
学
期
の

シ
ー
ズ
ン
。
小
学
校
の
新
一
年
生
は

元
気
に
挨
拶
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
一
年
生
以
外
も
、
新
し
い
ク
ラ

ス
、
新
し
い
友
達
、
新
し
い
先
生
に

少
々
緊
張
す
る
季
節
。
会
社
で
も
同

じ
で
す
。
新
し
い
部
署
、
新
し
い
同

僚
や
上
司
、
お
互
い
に
挨
拶
し
合
う

こ
と
が
、
親
し
く
な
る
大
切
な
き
っ

か
け
で
す
ね
。

　

こ
の
「
挨
拶
」
も
実
は
仏
教
用
語
。

ち
ょ
っ
と
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

　

「
挨
拶
」
と
は
、
も
と
も
と
禅
寺
で

行
わ
れ
て
い
た
問
答
に
由
来
し
ま
す
。

「
禅
問
答
（
公
案
）
」
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
う
少
し

軽
い
感
じ
の
問
答
で
す
。

　

「
挨
拶
」
の
「
挨
（
あ
い
）
」
は
「
軽

く
触
れ
る
」
「
軽
く
押
す
」
と
い
う
意

味
、「
挨
拶
」
の
「
拶
（
さ
つ
）
」
は
「
迫

る
」
「
切
り
込
む
」
と
い
う
意
味
。

　

禅
寺
で
師
と
弟
子
が
す
れ
違
い
ざ

ま
に
、
「
中
庭
は
き
れ
い
か
」
と
問

い
か
け
る
と
、
弟
子
は
何
を
問
わ
れ

て
い
る
の
か
を
察
し
ま
す
。
例
え
ば
、

「
中
庭
」
を
「
心
の
中
」
と
置
き
換

え
て
、
「
静
か
に
掃
き
清
め
て
い
ま

す
」
な
ど
と
返
す
。
こ
れ
が
「
挨
拶
」

だ
そ
う
で
す
。

　

「
禅
問
答
」
は
、
対
坐
し
て
「
汝
に

問
う
」
と
言
っ
て
師
が
質
問
し
、
弟

子
が
切
り
返
し
て
答
え
る
。
こ
れ
を

日
常
か
ら
さ
り
げ
な
く
行
う
の
が
「
挨

拶
」
で
す
。

　

本
来
の
「
挨
拶
」
か
ら
生
活
の
一

部
と
な
っ
た
「
挨
拶
」
。
し
か
し
、
日

常
生
活
に
お
け
る
「
挨
拶
」
も
本
来

の
「
挨
拶
」
の
意
味
か
ら
省
み
る
と
、

共
通
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

　

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
声
を

か
け
ら
れ
て
、
気
持
ち
よ
く
「
は
い
、

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
今
日
も
元

気
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
に
こ
や

か
に
切
り
返
す
の
と
、
仏
頂
面
で
モ

ゴ
モ
ゴ
と
小
声
で
返
し
た
り
、
黙
っ

て
無
視
す
る
の
で
は
、
お
互
い
の
印

象
が
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。

　

「
挨
拶
」
は
瞬
時
に
相
手
と
心
を

通
わ
せ
る
瞬
間
芸
の
よ
う
な
も
の
。

禅
寺
の
瞬
間
修
行
と
し
て
の
「
挨
拶
」
。

日
常
生
活
で
も
人
間
関
係
や
自
分
の

気
持
ち
に
大
き
く
影
響
す
る
瞬
間
社

交
。
何
気
な
く
「
挨
拶
」
す
る
の
で

は
な
く
、
「
挨
拶
」
の
重
要
さ
を
皆

で
共
有
で
き
る
と
良
い
で
す
ね
。

　

「
挨
（
あ
い
）
」
さ
れ
た
時
に
は
、

相
手
の
気
持
ち
を
推
し
量
り
、
自
分

の
気
持
ち
を
高
め
、
人
間
関
係
を
良

く
す
る
た
め
に
も
、
気
持
ち
よ
く
、

明
る
く
「
拶
（
さ
つ
）
」
を
返
す
。「
挨

拶
」
の
意
味
と
習
慣
が
徹
底
さ
れ
る

と
、
社
会
や
学
校
、
会
社
、
家
庭
の

中
も
、
ず
い
ぶ
ん
雰
囲
気
が
変
わ
り

ま
す
。

　

元
々
の
「
挨
拶
」
は
目
上
の
者
か

ら
声
を
か
け
る
も
の
。
会
社
や
学
校

で
部
下
や
後
輩
に
対
し
て
「
あ
い
つ

は
挨
拶
が
な
い
」
と
不
機
嫌
な
態
度

を
示
す
上
司
や
先
輩
。
本
来
の
意
味

か
ら
す
れ
ば
逆
で
す
。
自
分
が
強
い

立
場
だ
か
ら
「
挨
拶
」
を
待
つ
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
部
下
や
後
輩
を
慮

り
、
目
上
の
者
か
ら
「
今
日
も
元
気

か
」
「
お
は
よ
う
」
「
何
か
心
配
ご
と

で
も
あ
る
か
」
と
気
さ
く
に
声
を
か

け
る
こ
と
が
「
挨
拶
」
の
本
来
の
姿
。

「
挨
拶
」
さ
れ
た
方
は
、
し
っ
か
り

お
返
し
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
挨
拶
」
ひ
と
つ
で
人
間
関
係
や
社

会
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
す
。

　

日
常
会
話
の
中
に
浸
透
し
て
い
る

仏
教
用
語
。
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ

と
ば
か
り
。
奥
が
深
い
で
す
ね
。

※


