
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 

会 

い 

通
夜
、
葬
儀
で
用
い
た
白
木

の
位
牌
は
、
四
十
九
日
の
満
中

陰
で
お
寺
に
納
め
、
黒
塗
り
や

金
箔
を
貼
っ
た
本
位
牌
に
改
め

ま
す
。 

通
常
は
故
人
一
人
に
対
し
て

一
つ
の
位
牌
を
つ
く
り
、
表
に

は
戒
名
だ
け
か
、
亡
く
な
ら
れ

た
年
月
日
を
併
記
し
ま
す
。
二

霊
彫
り
と
い
っ
て
、
夫
婦
の
二

人
の
戒
名
を
一
つ
の
位
牌
に
並

べ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
古

い
先
祖
の
位
牌
が
多
く
な
る
と

「
〇
〇
家
先
祖
代
々
」
と
彫
ら

れ
た
位
牌
に
託
し
て
拝
む
場
合

も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
俗
に
繰
り
出
し
位
牌

と
い
っ
て
屋
根
と
扉
の
つ
い
た

入
れ
物
に
位
牌
を
複
数
枚
入

れ
、
命
日
に
合
わ
せ
て
繰
り
出

し
拝
む
も
の
も
あ
り
ま
す
。
さ

お
正
月
に
因
み
お
目
出
度
い
話

題
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 鶴

亀
は
古
来
縁
起
の
よ
い
動
物

と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
、
謡
曲

や
長
唄
に
も
「
亀
は
万
年
の
齢

(

よ
わ
い)

を
経
、
鶴
は
千
代
を
や

か
さ
ぬ
ら
ん…

」
と
謡
わ
れ
て
お

り
ま
す
。 

亀
は
一
般
的
に
長
生
き
で
、
或

る
種
の
亀
は
陸
生
動
物
の
中
で
最

長
の
二
百
年
以
上
生
き
る
も
の
も

在
り
「
亀
は
万
年
」
と
言
わ
れ
て

来
た
こ
と
も
い
わ
れ
の
無
い
事
で

は
な
い
よ
う
で
す
。 

逆
に
寿
命
の
短
い
も
の
の
ト
ッ

プ
は
鼠
で
二
年
、
二
十
日
鼠
は
一

年
余
り
し
か
生
き
ら
れ
な
い
よ
う

で
す
。
長
寿
の
動
物
に
は
共
通
し

た
幾
つ
か
の
要
件
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
ま
す
が
中
で
も
呼
吸
回
数
と

命
の
長
短
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

事
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
言

う
ま
で
も
な
く
動
物
は
酸
素
無
し

で
は
い
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
酸
素
は

呼
吸
に
よ
っ
て
体
内
に
取
り
入
れ

ら
れ
ま
す
が
呼
吸
の
回
数
は
動
物

に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
有
り
ま
す

（
酸
素
は
水
や
食
物
か
ら
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
）
。 

人
間
は
一
分
間
に
一
六
回
～
一

八
回
（
成
人
）
、
亀
は
二
～
三
回

鼠
は
二
〇
回
、
と
言
わ
れ
て
お
り

ゆ
っ
た
り
と
深
い
呼
吸
を
す
る
こ

と
が
健
康
と
長
寿
に
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

浄
土
宗
の
仏
事
に
つ
い
て 

③ 

「
位
牌
」
に
つ
い
て 
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「
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
」 

大
念
寺
住
職 

小
林
照
人 

 

  

～
布
施
の
大
切
さ
を
知
る
機
会
～ 

  

体
内
の
酸
素
不
足
が
現
代
人
の

体
調
不
良
や
病
気
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
以
前

か
ら
指
摘
さ
れ
て
来
ま
し
た
。 

酸
素
不
足
の
原
因
と
し
て
は
自

然
環
境
（
大
気
汚
染
）
や
住
宅
環

境
（
建
物
の
高
気
密
化
）
等
も
あ

り
ま
す
が
、
直
接
的
な
原
因
と
し

て
車
社
会
に
よ
る
運
動
不
足
、
多

忙
、
ス
ト
レ
ス
等
生
活
環
境
の
変

化
に
よ
り
呼
吸
が
速
く
浅
く
な
っ

て
来
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
ま
す
。 

私
達
は
誰
も
が
酸
素
に
取
り
囲

ま
れ
て
生
き
て
お
り
な
が
ら
自
分

の
所
為(

せ
い)

で
そ
の
酸
素
を
十

分
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と

し
た
ら
こ
ん
な
勿
体
な
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
病
原
菌
の
多
く
は

嫌
気
性
菌
で
酸
素
を
嫌
い
、
ガ
ン

細
胞
も
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
酸

素
の
中
で
は
元
気
を
出
せ
な
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
日
の
中
に
一
回
で
も
二
回
で

も
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
細
胞

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
深
い
呼
吸

で
酸
素
を
身
体
の
隅
々
ま
で
送
り

届
け
今
年
も
元
気
で
過
ご
し
た
い

と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 
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ら
に
古
く
か
ら
の
多
く
の
戒
名

を
記
す
た
め
に
過
去
帳
（
霊
簿

と
も
い
う
）
に
、
故
人
の
戒

名
、
俗
名
、
命
日
、
享
年
を
残

す
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

位
牌
を
新
し
く
し
た
り
、
修

理
し
た
り
す
る
場
合
は
、
お
寺

に
お
願
い
し
て
発
遣
（
は
っ
け

ん
＝
お
性
根
抜
き
）
を
し
て
も

ら
っ
て
か
ら
、
新
し
い
も
の
が

来
た
ら
開
眼
（
か
い
げ
ん
＝
お

性
根
入
れ
）
を
し
て
も
ら
い
ま

す
。 

  

過去帳 繰り出し位牌 



 

 

 

 

 

 

桶
狭
間
の
合
戦
後
に
家
康
が
逃

げ
込
ん
だ
、
代
々
の
菩
提
寺
で
あ

る
岡
崎
の
大
樹
寺
で
自
害
を
し
よ

う
と
し
た
際
に
、
住
職
の
登
誉

（
と
う
よ
）
上
人
か
ら
止
め
ら
れ

思
い
止
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
上

人
か
ら
「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
」

（
穢
れ
た
こ
の
世
を
離
れ
、
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
を
願
い
求
め

る
）
と
い
う
浄
土
教
の
言
葉
を
授

か
り
、
以
降
、
旗
印
に
し
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

時
は
戦
国
、
民
衆
は
苦
し
め
ら

れ
る
ば
か
り
。
当
時
十
九
歳
だ
っ

た
家
康
は
、
い
つ
か
自
分
こ
そ
が

こ
の
戦
を
終
わ
ら
せ
、
平
和
な
世

界
を
築
き
た
い
と
強
く
願
い
、
奮

起
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 本

来
の
意
味
と
は
少
し
異
な
り

ま
す
が
、
「
穢
れ
た
こ
の
世
を
浄

土
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
せ
！
」
と
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い
う
行
動
指
針
は
、
組
織
の
士
気

を
高
め
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

家
康
は
晩
年
、
自
身
の
懺
悔
や

こ
れ
ま
で
命
を
落
と
し
て
い
っ
た

者
へ
の
供
養
の
思
い
か
ら
、
毎
日

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
称

え
、
写
経
を
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ
「
ど
う
す
る
家
康
」
の
中
で

は
、
大
阪
の
陣
以
降
の
シ
ー
ン
で

写
経
の
シ
ー
ン
が
度
々
登
場
し
て

い
ま
し
た
（
大
樹
寺
や
徳
川
美
術

館
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
）
。
こ
の

想
い
は
正
に
、
本
来
の
「
厭
離
穢

土
欣
求
浄
土
」
の
意
味
で
あ
る

「
た
だ
た
だ
極
楽
浄
土
へ
お
救
い

下
さ
い
。
阿
弥
陀
様
お
願
い
し
ま

す
」
と
い
う
全
て
の
者
に
対
す
る

心
か
ら
の
追
善
の
願
い
だ
っ
た
は

ず
で
す
。 

 

編
集
後
記 

 

第
六
号
発
行
ま
で
の
間
が
少
し

開
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
、

年
の
始
ま
り
は
一
月
か
ら
発
行
し

た
か
っ
た
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま

す
。
年
始
は
「
今
年
の
抱
負
」
と

題
し
て
一
年
の
目
標
を
新
た
に
立

て
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
人

に
は
よ
り
向
上
し
た
い
と
い
う
素

晴
ら
し
い
欲
求
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
「
願
い
」
が
起
こ
っ
た
な
ら

ば
、
是
非
、
文
字
に
し
て
、
そ
し

て
言
葉
と
し
て
声
に
出
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
日
々
声
に
出
す
こ
と
は

行
動
を
後
押
し
し
ま
す
。
お
念
仏

に
も
通
じ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 
 

【
副
住
職 

小
林
和
宏
】 

徳
川
家
康
の
浄
土
信
仰 

「
厭
離
穢
土 

欣
求
浄
土
」 

大
念
寺
の 

④ 

仏
さ
ま
紹
介 

 

今年は浄土宗開宗 850 年！ 
本山に参拝する絶好の機会 
 
 

令和 6年は法然上人が浄土宗を開かれて

850年の記念すべき年です。団体参拝も

計画されていますが、3月には新幹線も

開通し京都がより身近になります。節目

の年に総本山に足を運ばれるのもよろし

いかと思います。 

家康の写経（東京国立博物館蔵） 

前
・
ご
本
尊 

阿
弥
陀
如
来
立
像 

古
く
か
ら
後
堂
に
鎮
座
し
お

ら
れ
る
先
代
の
ご
本
尊
で
す
。

昔
の
本
堂
は
お
よ
そ
二
百
年
前

の
建
築
物
で
し
た
が
、
果
た
し

て
そ
の
時
の
ご
本
尊
だ
っ
た
の

か
？
途
中
か
ら
現
在
の
座
像
に

交
代
し
た
の
か
？
謎
な
の
で

す
。
本
体
の
台
座
あ
た
り
は
剥

が
れ
て
き
て
お
り
相
当
に
傷
ん

で
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
お

姿
は
か
つ
て
本
尊
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
品
格
、

凛
々
し
さ
を
感
じ
ま
す
。 

浄
土
宗
、
真
宗
寺
院
の
ご
本

尊
を
見
渡
す
と
立
像
が
多
い
よ

う
で
す
。
立
像
は
人
々
を
救
済

し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
お
姿

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実

は
時
代
と
共
に
立
像
が
増
え
て

い
く
の
で
す
が
、
こ
れ
は
人
々

の
不
安
が
増
し
た
時
代
背
景
に

よ
り
、
人
々
の
『
救
い
に
き
て

欲
し
い
』
と
の
願
望
の
表
れ
だ

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

両
手
に
来
迎
印
を
結
び
、
前

傾
し
て
今
ま
さ
に
臨
終
者
を
迎

え
に
来
る
様
子
を
表
わ
し
て
い

ま
す
。
指
で
作
っ
た
輪
は
、
仏
様
の

光
、
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
智

慧
の
光
を
表
し
て
い
ま
す
。 

「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
自
ら
は

成
仏
を
求
め
向
上
し
つ
つ
、
一
方
で

は
広
く
衆
生
を
教
化
し
て
仏
道
に
導

く
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
ま

す
。
俗
に
「
さ
あ
、
お
い
で
」
と

人
々
を
救
い
と
る
Ｏ
Ｋ
サ
イ
ン
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

    

お
ん
り
え
ど 

 
 

ご
ん
ぐ
じ
ょ
う
ど 

 


