
　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
夏
で
す
ね
。
暑
い
日
が
増
え
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
。

　

先
月
は
「
学
生
（
が
く
し
ょ
う
）
」

に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
し
た
。「
学
生
」

は
、
こ
の
世
の
中
の
「
真
実
」
を
追

求
す
る
た
め
に
学
び
ま
す
。

　

こ
の
世
の
中
の
「
真
実
」
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。「
真

実
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

本
当
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
、
信
じ

ら
れ
る
こ
と
に
出
会
い
た
い
。
そ
れ

は
、
人
間
の
本
質
的
な
欲
求
と
言
っ

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

「
真
実
」
と
は
、
言
葉
の
響
き
と
し

て
「
正
し
い
」
こ
と
、
と
い
う
語
感

が
伴
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
真
実
」

と
は
「
正
し
い
」
こ
と
。

　

し
か
し
、
人
間
は
「
正
し
い
」
こ

と
を
巡
っ
て
争
い
ま
す
。
人
に
よ
っ

て
「
正
し
い
」
と
思
う
こ
と
が
異
な

る
か
ら
こ
そ
争
い
が
起
き
ま
す
。
家

族
の
中
で
も
、
近
所
づ
き
あ
い
の
中

で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
正
し
い
」
と

思
う
こ
と
が
異
な
る
の
で
、
争
い
が

起
き
ま
す
。
民
族
や
国
に
よ
る
争
い

も
同
じ
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
開
祖
、
親
鸞
聖
人
の

言
葉
と
し
て
、
次
の
一
節
が
あ
り
ま

す
。

　

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の

世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ

て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と

（
真
実
）
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念

仏
の
み
ぞ
、
ま
こ
と
（
真
実
）
に
て

お
わ
し
ま
す
」
。

　

お
釈
迦
様
は
今
か
ら
二
千
五
百
年

前
の
人
で
す
。
そ
の
お
釈
迦
様
と
同

じ
時
代
に
生
き
た
人
が
、
哲
学
の
元

祖
ソ
ク
ラ
テ
ス
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
正
し
い
」
こ
と

や
「
正
義
」
は
定
義
で
き
な
い
と
し

ま
し
た
。
以
来
、
今
日
ま
で
続
く
哲

学
の
二
千
五
百
年
の
歴
史
の
末
に
、
現

代
哲
学
も
未
だ
に
「
正
し
い
」
こ
と

や
「
正
義
」
は
定
義
で
き
な
い
と
し

て
い
ま
す
。

　

仏
教
は
本
来
、
ど
の
よ
う
に
生
き

る
か
を
考
え
る
哲
学
で
す
。
西
洋
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
東
洋
の
お
釈
迦
様
、
ふ

た
り
は
東
西
の
哲
学
の
ル
ー
ツ
。
そ

し
て
、
い
ず
れ
も
「
正
し
い
」
こ
と

は
一
概
に
は
言
え
な
い
、
万
人
に
通

用
す
る
「
真
実
」
は
存
在
し
な
い
こ

と
を
教
え
て
い
ま
す
。

　

仏
教
の
場
合
、
そ
こ
で
、
仏
の
教

え
、
仏
の
覚
り
の
み
が
「
真
実
」
で

あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
仏
の
教
え
、
仏

の
覚
り
と
は
、
感
謝
、
謙
虚
、
素
直

な
気
持
ち
で
全
て
の
事
象
を
受
け
入

れ
る
こ
と
。
我
欲
と
固
執
か
ら
解
放

さ
れ
れ
ば
、
争
い
ご
と
は
起
き
な
い

こ
と
を
諭
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
姿
勢
で
生
き
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
「
真

実
」
で
あ
り
、
何
が
「
真
実
」
か
を

巡
っ
て
争
う
こ
と
は
、
不
毛
で
あ
り
、

結
論
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

因
み
に
、
現
代
の
哲
学
者
の
最
高

峰
は
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
と
い
う

イ
ン
ド
の
学
者
。
ア
ジ
ア
人
で
唯
一

の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
で
も

あ
り
ま
す
。

　

齢
八
十
半
ば
の
セ
ン
の
最
新
著
書

は
「
正
義
の
ア
イ
デ
ア
」
。
そ
の
中
で

も
、
何
が
「
正
義
」
か
、
何
が
「
正

し
い
」
か
、
何
が
「
真
実
」
か
は
定

義
で
き
な
い
。
時
間
の
許
す
限
り
熟

議
を
尽
く
す
こ
と
が
、
少
し
で
も
良

い
結
論
に
到
達
す
る
唯
一
の
道
と
教

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

日
常
会
話
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
仏

教
用
語
。
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
、

知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。
奥
が
深
い

で
す
ね
。

※


