
ｰ 2 ｰ
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
他
の
同
時

期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て

も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
真
宗
門
徒

に
な
じ
み
の
仏
教
讃
歌
《
み
ほ
と

け
に
い
だ
か
れ
て
》
の
よ
う
に
、

時
の
流
れ
の
な
か
で
作
詞
者
が
わ

か
ら
な
く
な
り
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
作
品
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
《
報
恩
講
の
歌
》
の

よ
う
に
、
作
詞
者
が
確
認
で
き
る

作
品
の
方
が
稀
と
い
う
べ
き
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

当
時
の
記
録
な
ど
か
ら
讃
仏
歌

年
に
日
曜
学
校
の
児
童
用
讃
仏
歌

と
し
て
、歌
集『
サ
ン
ブ
ツ
歌
』（
興

教
書
院
刊
）に
発
表
さ
れ
た
当
時
、

作
詞
者
で
あ
る
黒
瀬
の
名
は
見
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
当
時
、
作
詞
者

な
ど
の
名
前
が
楽
譜
や
歌
集
に
記

載
さ
れ
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
作
詞
者

と
し
て
黒
瀬
の
名
が
初
め
て
記
さ

れ
る
の
は
、
発
表
か
ら
２５
年
を
経

た
１
９
４
０
（
昭
和
１５
）
年
刊
行

の『
仏
教
讃
歌
集
』（
興
教
書
院
刊
）

　

瀬
戸
内
海
の
西
端
、
周
防
灘
を

望
む
山
口
県
宇
部
市
の
高
台
に
、

「
♪
和
歌
の
浦
和
の
片か

た

男お

波な
み

の
～
」

で
知
ら
れ
る
仏
教
讃
歌
《
報
恩
講

の
歌
》
の
歌
碑
が
あ
り
ま
す
。
１

９
９
３
年
に
、
こ
の
歌
の
作
詞
者

で
日
曜
学
校
運
動
に
尽
力
し
、
教

誨
師
で
も
あ
っ
た
黒
瀬
知
圓
ゆ
か

り
の
西さ

い

秀し
ゅ
う

寺
に
建
立
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　

発
表
以
来
、今
日
に
至
る
ま
で
、

多
く
の
門
信
徒
に
親
し
ま
れ
て
い

る
《
報
恩
講
の
歌
》
。１
９
１
５

の
作
詞
者
と
し
て
、
黒
瀬
を
は
じ

め
、
道
元
浄
見
、
掬
月
晴
臣
、
堀

川
成
道
、
梅
原
真
隆
な
ど
の
名
前

が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら
が

「
日
曜
学
校
同
人
」と
し
て
協
力
し

な
が
ら
讃
仏
歌
と
い
う
新
た
な
音

楽
作
品
の
作
詞
に
取
り
組
ん
だ
様

子
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
作
品
に

よ
っ
て
は
作
詞
者
が
個
人
名
で
は

な
く「
日
曜
学
校
同
人
」と
さ
れ
る

も
の
も
あ
り
、
こ
う
し
た
協
同
作

業
の
ゆ
え
と
も
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

作
詞
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
て

西
秀
寺
に
歌
碑
が
建
て
ら
れ
た
こ

と
は
、
黒
瀬
作
詞
の
《
報
恩
講
の

歌
》
が
、
い
か
に
多
く
の
人
々
に

親
し
ま
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
か

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
同

時
に
、黒
瀬
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
人
た
ち
が
、

児
童
の
た
め
に
協
力
し
合

い
、
創
作
に
取
り
組
ん
で

い
た
証あ

か
し

で
も
あ
る
の
で

す
。
そ
う
し
た
先
人
の
想

い
と
と
も
に
、
お
み
法の

り

の

歌
を
伝
え
て
い
き
た
い
も

の
で
す
ね
。（
本
願
寺
派

総
合
研
究
所
　
仏
教
音
楽

・
儀
礼
研
究
室
長
）

讃
仏
歌
を
生
み
出
し
た
人
々

親鸞聖人が記されたと伝えられる
「御臨末の御書」を基に《報恩講
の歌》を作詞した黒瀬知圓の３３回
忌にあわせ建立された歌碑。

福本  康之

黒瀬 知圓
Ｃｈｉｅｎ　Ｋｕｒｏｓｅ

児童教育に尽力した

「日曜学校同人」の１人

（188６ ～ 19６1）


