
よ
わ
い

か
た

　
こ
の
た
び
、
真
宗
高
田
派
お
裏
方

（
ご
法
主
の
奥
様
）
の
、
常
磐
井
ま

や
様
こ
と
平
等
院
殿
北
明
摩
耶
大
姉

が
、
三
月
二
十
七
日
に
齢
六
十
を
前

に
ご
往
生
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
常
に
優
し
い
お
言
葉
で
分
け
隔
て

な
く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
裏
方
。

お
念
仏
と
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ
っ
た

ご
遺
徳
を
し
の
び
つ
つ
、
こ
れ
か
ら

も
お
浄
土
か
ら
お
導
き
い
た
だ
き
ま

す
こ
と
を
。

 

合
掌

　
南
無
阿
弥
陀
佛

真
宗
高
田
派 

宗
務
総
長

増
田 

修
誠

ほ
っ 

し
ゅ

と
き   

わ   

し
ん
し
ゅ
う
た
か  

だ     

は

う
ら

お
く
さ
ま

び
ょ
う
ど
う
い
ん
で
ん
ほ
く
み
ょ
う   

ま

い

や 
 

だ
い  

し
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な
く
な
る
よ
う
に
、
煩
悩
も
功
徳
に
同

化
さ
れ
て
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　「
本
願
力
」
は
、
英
語
で
は“

T
he 

Pow
er of the O

riginal V
ow
 of 

A
m
ita Buddha”

と
翻
訳
さ
れ
て
い

ま
す
。“V

ow
”

は
「
誓
い
」、“A

m
ita 

Buddha”

は
「
阿
弥
陀
仏
」
で
す
ね
。

文
脈
に
よ
っ
て
は
ま
た
別
の
表
現
に
な

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
本

願
の
「
力
」、「
パ
ワ
ー
」
な
の
で
す
。

　「
パ
ワ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
も
し
も
抵

抗
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
「
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
ら

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
八
〇
年
頃

に
は
す
で
に
あ
っ
て
、
一
九
九
〇
年
代

前
半
に
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上

一
、 

お
念
仏
の
パ
ワ
ー

二
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

栗
原 

廣
海

連載第8回
　
前
回
、「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
す
ご

い
パ
ワ
ー
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
す
ご

さ
は
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
と
言
い

ま
し
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
お
念
仏

を
「
パ
ワ
ー
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
方
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
、
阿
弥
陀
仏

が
、「
私
が
仏
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
る

智
慧
と
徳
の
す
べ
て
を
こ
の
言
葉
に
託

し
て
届
け
る
か
ら
安
心
し
て
受
け
取
り
、

生
き
る
力
に
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
命

終
わ
れ
ば
必
ず
我
が
浄
土
に
生
ま
れ
さ

せ
る
」
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
本
願
の
よ
び
声
で
し
た
。
こ
の
よ
び

声
は
、
私
た
ち
に
は
は
か
り
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
智
慧
と
徳
の
「
力
」
を
そ

な
え
て
い
ま
す
か
ら
、「
本ほ
ん

願が
ん

力り
き

」
と
言

わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
日
頃
か
ら
親
し

く
拝
読
し
て
い
る
『
浄
じ
ょ
う

土ど

高こ
う

僧そ
う

和わ

讃さ
ん

』

「
天て
ん

親じ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

」
の
第
三
首
に
は
、

　
本ほ

ん

願が
ん

力り
き

に
あ
い
ぬ
れ
ば

　
　
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

　
　
功く

徳ど
く

の
宝ほ

う

海か
い

み
ち
み
ち
て

　
　
煩ぼ

ん

悩の
う

の
濁

じ
ょ
く

水し
い

へ
だ
て
な
し

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。「
阿
弥
陀
仏
の

本
願
力
に
出で

遇あ

う
と
、
空
し
い
人
生
を

送
る
人
は
一
人
も
い
な
い
。『
な
も
あ
み

だ
ぶ
つ
』
に
は
功
徳
が
海
水
の
よ
う
に

満
ち
満
ち
て
い
る
か
ら
、
濁
っ
た
水
も

海
に
流
れ
込
め
ば
海
水
と
区
別
が
つ
か

高田本山だより
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げ
る
よ
う
に
な
っ
て
一
気
に
広
ま
っ
た

よ
う
で
、
現
在
で
も
、
ネ
ッ
ト
で
は
全

国
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
特

集
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
そ
ん
な
の
は
単
な
る
流
行

で
本
来
の
信
仰
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
、

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
て
は
や
さ

れ
る
こ
と
を
批
判
す
る
意
見
も
多
く
あ

る
よ
う
で
す
。

　「
真
宗
の
お
寺
は
ど
こ
も
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
で
あ
る
」
と
言
っ
た
ら
、
皆
さ

ん
賛
同
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
？
そ
れ

と
も
「
と
ん
で
も
な
い
」
と
反
対
さ
れ

ま
す
か
？
私
は
、
真
宗
の
お
寺
は
「
お

念
仏
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
」
と

言
い
た
い
の
で
す
。

　
弥
陀
の
よ
び
声
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」

は
、
そ
の
声
が
す
べ
て
の
人
に
届
く
よ

う
に
、
弥
陀
が
無
数
の
仏
た
ち
に
こ
の

徳
を
讃
え
称と
な

え
さ
せ
て
い
る
声
と
し
て
、

宇
宙
に
コ
ー
ラ
ス
の
よ
う
に
響
き
わ

た
っ
て
い
ま
す
。い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、

だ
れ
に
で
も
、
お
念
仏
の
コ
ー
ラ
ス
の

声
は
等
し
く
降
り
そ
そ
い
で
い
る
の
で

す
。
け
れ
ど
も
、
私
に
ス
イ
ッ
チ
が
入

ら
な
け
れ
ば
、
仏
の
声
は
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り

に
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、4G

や
ら5G

、

W
i-Fi 

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
電
波
が
飛

び
か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ま
ま
で
は

何
も
見
え
ま
せ
ん
し
聞
こ
え
ま
せ
ん
ね
。

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
や
ス
マ
ホ
の
ス
イ
ッ

チ
が
入
っ
て
、
は
じ
め
て
画
像
や
音
声

が
現
れ
ま
す
。同
じ
よ
う
に
、私
た
ち
も
、

自
分
の
心
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て
は
じ

め
て
仏
の
よ
び
声
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」

は
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。

　
私
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
場
所
、
そ
れ

が
お
寺
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
経
を
聞
き
、
お
念
仏
を
聞
き
、
法
話

や
説
教
を
聞
く
こ
と
を
と
お
し
て
「
な

も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
の
い
わ
れ
に
う
な
ず

き
、ス
イ
ッ
チ
が
入
る
。
仏
が
た
の
コ
ー

ラ
ス
が
聞
こ
え
、
仏
の
み
こ
こ
ろ
に
い

だ
か
れ
て
い
る
我
が
身
に
気
づ
か
せ
て

い
た
だ
く
。
お
寺
と
は
、
お
念
仏
の
パ

ワ
ー
を
た
し
か
に
知
ら
さ
れ
受
け
と
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
、
得
が
た
い
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
だ
と
言
え
る
と
思
う
の
で
す
。

（
高
田
派
鑑
学
・
誓
元
寺
住
職
）
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も
と
い

じ
ゅ
う
し
ち
じ
ょ
う

け
ん
ぽ
う

日
本
の
基

　
十
七
条
の
憲
法 

①

も
と
い

じ
ゅ
う

け
ん

ぽ
う

じ
ょ
う

し
ち

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
③

　
聖
徳
太
子
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た

の
は
古
墳
時
代
末
期
で
す
。
そ
の
頃

は
蘇そ

我が

氏し

、
物も
の

部の
べ

氏し

の
二
大
豪ご
う

族ぞ
く

に

よ
る
内
乱
、
天
皇
暗
殺
な
ど
世
の
中

は
混
乱
の
極
み
に
あ
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
推す
い

古こ

天て
ん

皇の
う

が
即そ
く

位い

さ
れ
、

太
子
は
摂せ
っ

政し
ょ
うと
し
て
天
皇
を
補
佐

し
、
新
し
い
国
家
づ
く
り
の
た
め
に

『
十
七
条
の
憲
法
』
を
制
定
し
ま
す
。

　『
十
七
条
の
憲
法
』
は
今
日
の
近

代
憲
法
と
は
趣し
ゅ

旨し

が
少
し
異
な
り
ま

す
。
憲
法
と
は
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

の
、
役
人
や
豪
族
な
ど
に
向
け
て
の

心こ
こ
ろ

得え

、
道ど
う

徳と
く

的て
き

規き

範は
ん

が
、
太
子
の
佛

法
を
興こ
う

隆り
ゅ
うし
よ
う
と
す
る
精
神
を
基

に
十
七
項
に
亘わ
た

っ
て
書
か
れ
た
法ほ
う

文も
ん

な
の
で
す
。

　
第
一
条
は

　
　
和わ

を
以も
っ

て
貴と
う
と

し
と
為な

し
、

　
　
忤さ
か
ら

う
こ
と
無な

き
を
宗む
ね

と
為せ

よ
。

と
始
ま
り
ま
す
。

　
人
は
欲
の
か
た
ま
り
で
す
。
欲
と

い
う
性さ
が

は
争
い
を
呼
び
ま
す
。
し
か

し
、
太
子
は
秩
序
あ
る
人
づ
く
り
、

国
づ
く
り
の
為
に
、
人
は
私
利
私
欲

を
控
え
、
す
べ
て
の
物
事
と
和な
ご

む
こ

と
を
信
条
と
し
、
決
し
て
争
う
こ
と

は
無
い
よ
う
心
掛
け
な
さ
い
と
提
唱

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
第
一
条
の
最
後

に
は
、「
上
の
者
も
和な
ご

や
か
に
、
下

の
者
も
睦む
つ

ま
じ
く
、
物
事
を
議
論
し

て
内
容
を
整
え
て
い
け
ば
、
自
然
と

物
事
の
道
理
に
適か
な

う
よ
う
に
な
り
、

何
事
も
成な

し
遂と

げ
ら
れ
る
。」
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
実じ
っ

践せ
ん

に
必
要
な
心
構
え
を
第

二
条
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
篤あ
つ

く
三さ
ん

宝ぼ
う

を
敬う
や
ま

え
。

　
　
三さ
ん

宝ぼ
う

と
は
佛ぶ
つ

・
法ほ
う

・
僧そ
う

な
り
。

　
穏お
だ

や
か
に
、
そ
し
て
互
い
に
思
い

や
り
の
心
で
暮
ら
し
て
い
く
に
は

佛
法
を
敬
い
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
佛
法
は
あ
ら

ゆ
る
生
き
も
の
が
最さ
い

期ご

に
帰
す
る
処
と
こ
ろ

で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て

究
極
の
教
え
で
あ
る
。
世
の
中
、
心

底
か
ら
の
悪
人
は
稀ま
れ

で
あ
り
、
よ
く

教
え
、
諭さ
と

せ
ば
必
ず
改か
い

心し
ん

す
る
の
で

す
。
但
し
三
宝
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

曲
が
っ
た
心
を
直
す
こ
と
は
出
来
る

は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
佛
法
に

帰
依
す
る
理
由
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
今
、
世
界
の
各
地
で
紛ふ
ん

争そ
う

が
勃ぼ
っ

発ぱ
つ

し
、
核
に
よ
っ
て
世
界
の
平
和
が
脅
お
び
や

か
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
私
た
ち

は
、
世
の
中
の
平
和
と
安あ
ん

寧ね
い

を
求
め

る
太
子
の
「
和
の
精
神
」
を
受
け
継

ぎ
、
礼
儀
を
大
切
に
し
、
互
い
に
つ

つ
し
み
敬
う
心
を
持
ち
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
事
で
す
。

聖徳太子絵傳 （瀬戸市 万徳寺蔵）より

　
聖
徳
太
子
が
日
本
の
佛
教
の
祖そ

と

さ
れ
る
由
縁
は
こ
こ
に
あ
る
の
で

す
。

　
親
鸞
聖
人
は
『
皇こ
う

太た
い

子し

聖し
ょ
う

徳と
く

奉ほ
う

讃さ
ん

』
一
首
目
で
「
日に

本ほ
ん

国こ
く

帰き

命み
ょ
う

聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

」
と
太
子
へ
の
「
帰
命
」
を
勧す
す

め
て
い
ま
す
、
何
故
な
ら
太
子
が

「
有う

情じ
ょ
う

救く

済さ
い

の
慈じ

悲ひ

」
に
も
と
づ
き
、

「
佛
法
興
隆
」
を
推
進
し
た
大
恩
人

で
あ
る
か
ら
だ
と
示
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）
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単位（mm）
銘板　20名　30pt

　
約
20
ｍ
の
廊
下
に
約
４
０
，
０
０
０
名

分
の
ご
芳
名
を
刻
銘
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
こ
ち
ら
が
基
本
的
な
銘
板
の
サ
イ
ズ

に
な
り
ま
す
。（
文
字
数
に
よ
っ
て
多
少

レ
イ
ア
ウ
ト
が
変
わ
り
ま
す
）

特
別
法
要

事
務
局
だ
よ
り

ご
懇
志
の
ご
芳
名
を
ど
の
よ
う
に

残
し
て
い
く
の
か
に
つ
き
ま
し
て

第3回　
ご
懇
志
を
進
納
い
た
だ
き
ま
し
た
す

べ
て
の
方
の
ご
芳
名
は
墨
書
し
て
宝
物

館
へ
奉
納
い
た
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
２
万
円
以
上
の
ご
懇
志
を
進

納
い
た
だ
き
ま
し
た
方
の
ご
芳
名
は
銘

板
に
刻
銘
い
た
し
ま
す
。

　
銘
板
の
場
所
は
宝
物
館
の
入
口
か
ら

進
み
ま
し
て
、
文
化
財
活
用
（
Ｖ
Ｒ
）

室
に
向
か
う
廊
下
の
壁
面
に
な
り
ま
す
。

　
下
記
の
図
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

墨書イメージ図

高さは床から凡そ30cm～190cmの間
文字の大きさ： 約30pt　1銘板に20名

55

10

銘板のサイズ（原寸）

専修寺太郎
単位（mm）
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も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
あ
り
が

た
い
こ
と
に
人
々
の
懇
念
の
心
厚

く
、
災
害
の
た
び
に
再
建
さ
れ
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
慶
長
10
年
（
１
６
０
５
）
に

は
高
田
派
第
十
二
世
堯ぎ
ょ
う

慧え

上
人

に
よ
り
復
興
さ
れ
、
当
初
の
柳

原
坊
か
ら
本
誓
寺
、
高
田
御
坊

と
改
称
さ
れ
た
後
は
寛
政
11
年

（
１
７
９
９
）
専せ
ん

修じ
ゅ

寺じ

別
院
、
昭
和

36
年
（
１
９
６
１
）
に
は
現
在
の

宇う

多た

野の

に
移
転
し
て
専
修
寺
京
都

別
院
と
な
り
ま
し
た
。

　
最
初
の
伽が

藍ら
ん

は
豊
公
北
の
政ま
ん

所ど
こ
ろ

の
化
粧
殿
を
移
し
て
本
堂
と
し
、

本
尊
は
宇
治
の
恵
心
院
に
在
っ
た

恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

作
の
阿
弥
陀
如
来
座
像

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　
高
田
派
の
最
初
の
本
山
で
あ
る

栃
木
県
真も

岡お
か

市し

高
田
の
本ほ
ん

寺じ

専せ
ん

修じ
ゅ

寺じ

に
は
、
長
野
善
光
寺
の
秘
仏
と

同
じ
「
一い
っ

光こ
う

三さ
ん

尊ぞ
ん

佛ぶ
つ

」
が
伝
わ
っ

苦
悩
の
末
に
比
叡
山
を
降
り
ら
れ
た

29
歳
頃
の
六
角
堂
参さ
ん

篭ろ
う

な
ど
、
親
鸞

聖
人
絵
伝
に
描
か
れ
て
い
る
そ
の
ご

生
涯
に
お
い
て
も
、
大
変
ゆ
か
り
の

深
い
場
所
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
聖
人
は
二
条
冷
泉
冨
小
路
、

或
は
二
条
の
辺
に
お
住
ま
い
で
あ
っ

た
と
の
伝
承
が
あ
り
、
高

田
派
第
十
一
世
応お
う

真し
ん

上
人

は
天
文
４
年
（
１
５
３
５
）

に
京
都
に
お
寺
を
建
立
、

柳
原
坊
と
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
今
か
ら
お
よ
そ

５
０
０
年
近
く
前
に
建
て

ら
れ
た
こ
の
お
寺
が
、
現

在
の
京
都
別
院
の
始
ま
り

と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
そ
の
歴
史
は
決
し

て
平
坦
な
道
で
は
な
く
、

昭
和
22
年
ま
で
の
間
に
複

数
回
に
わ
た
り
焼
失
す
る

と
い
う
苦
難
の
道
の
り
で

　
あ
な
た
の
お
名
前
を
新
宝
物
館
に

刻
み
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
宝
物
館
と

し
て
、
大
切
に
未
来
へ
受
け
継
い
で

ま
い
り
ま
す
。

　
高
田
派
の
檀
信
徒
の
方
は
所
属
寺

院
単
位
で
、
ま
た
檀
信
徒
以
外
の
方

に
つ
き
ま
し
て
も
ご
懇
志
を
い
た
だ

き
ま
し
た
順
に
ご
芳
名
を
刻
銘
い
た

し
ま
す
。
ご
芳
名
は
ご
家
族
ど
な
た

で
も
お
申
し
込
み
を
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
末
永
く
残
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
一
人
で
も
多
く
の
方
の

ご
援
助
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
お
名
前
は
旧
字
や
異
体
字

を
お
使
い
の
方
も
あ
る
か
と
存
じ
ま

す
。
可
能
な
限
り
対
応
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
そ
の
旨
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

　
刻
銘
を
ご
希
望
さ
れ
ま
す
方
は
、

令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
に
、
特
別

法
要
事
務
局
（
０
５
９

－

２
３
２

－

４
１
７
７
）
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
京
都
は
真
宗
高
田
派
の
宗
し
ゅ
う

祖そ

、
親

鸞
聖
人
が
ご
往
生
さ
れ
た
土
地
で
あ

り
、
９
歳
の
青
蓮
院
で
の
お
得と
く

度ど

や
、

京
都
別
院

京都別院
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け
る
と
と
も
に
一
光
三
尊
佛
の
模

刻
像
を
製
作
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

ま
す
。
そ
の
模
刻
さ
れ
た
一
光
三

尊
佛
は
後
に
京
都
別
院
に
寄
進
さ

れ
、
現
在
で
も
毎
年
御ご

開か
い

扉ひ

法ほ
う

要よ
う

（
特
別
公
開
の
法
要
）
が
催
さ
れ

て
い
ま
す
（
ど
な
た
で
も
お
参
り

で
き
ま
す
）

　
そ
の
他
に
も
京
都
別
院
は
珍
し

い
８
文
字
の
光
明
本
尊
（
八
字
名

号
）
や
涅ね

槃は
ん

図ず

な
ど
の
重
文
級
の

宝ほ
う

物も
つ

を
有
し
、
変
わ
ら
ぬ
お
念
仏

と
聖
人
の
お
心
を
現
代
に
伝
え
て

『涅槃図』（左）   珍しい８文字の『光明本尊』（右）

て
い
ま
す
。
17
年
に
一
度
し
か
出で

開か
い

帳ち
ょ
う（
特
別
公
開
）
さ
れ
な
い
「
三
尊

さ
ん
」
と
し
て
有
名
で
す
が
、
な
ん

と
こ
の
「
三
尊
さ
ん
」
の
模
刻
像
が

京
都
別
院
に
ご
安
置
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　
享
保
14
年
（
１
７
２
９
）
に
江
戸

と
一
身
田
で
始
ま
っ
た
一
光
三
尊
佛

の
出
開
帳
は
大
変
盛
況
で
あ
っ
た
よ

う
で
、
延
享
２
年
（
１
７
４
５
）
に

は
京
都
で
も
出
開
帳
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
際
に
は
宮
中
に
迎
え

入
れ
ら
れ
、
桜
町
天
皇
の
拝
礼
を
受

桜町天皇勅作一光三尊佛模刻像
（高田派京都別院安置）

命
輝
く 

真
宗
の
肝
要
に
触
れ
る

最
新
刊

近 

刊

真
宗
伝
道
学
研
究
序
説

深
川
宣
暢
著

定
価
２
６
４
０
円（
税
込
）

北
村
文
雄
著

定
価
１
１
０
０
円（
税
込
）

こ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
真
宗
伝
道

学
を
、
基
本
的
な
真
宗
教
義
の
上
に

伝
道
学
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
体
系

化
し
、
伝
道
の
現
場
で
の
様
々
な
問

題
解
決
に
役
立
つ
基
礎
を
学
ぶ
一

冊
。

真
宗
の
教
え
を
、
で
き
る
だ
け
平
易

な
表
現
で
総
合
的
に
解
説
し
た
手
引

書
。
主
な
内
容
と
し
て
、「
真
宗
に

お
け
る
行
・
信
」「
七
高
僧
の
教
義

概
観
」「
真
宗
別
伝
・
真
意
を
尋
ね
て
」

な
ど
。

い
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
お
誘
い
あ
わ

せ
の
上
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

京
都
別
院
輪
番
　
安
田 

真
源

京
都
別
院

　
京
都
府
京
都
市
右
京
区

　
鳴
滝
音
戸
山
町
十
一‒

三
四

　
　
　
☎
０
７
５‒

４
６
２‒

１
９
７
６
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寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　
参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご
参
加

い
た
だ
く
場
合
に
は
、
引
き
続
き
感

染
防
止
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
状
況
に
よ
り
各
種
行
事
が
中

止
ま
た
は
内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合

も
ご
ざ
い
ま
す
。

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　 

２
８
１
９

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

YouTube チャンネル
を開設いたしました。
ホームページのリンク
からご覧ください。

専修寺
YouTube
チャンネル

　
涅
槃
会
（
三
月
十
五
日
・
公

開
は
二
十
一
日
ま
で
）

　
今
年
の
涅
槃
会
も
仏
涅
槃
図

の
絵
解
き
を
行
い
ま
し
た
。

　
涅
槃
図
と
は
、
釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

（
お
釈

迦
様
の
尊
称
）
の
亡
く
な
ら
れ

る
ご
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
絵

の
こ
と
で
す
。
中
で
も
高
田
本

山
の
仏
涅
槃
図
は
東
海
地
方
随

一
と
い
わ
れ
る
大
き
さ
で
す
。

　
人
は
必
ず
こ
の
世
を
去
る
時

が
や
っ
て
き
ま
す
が
、
は
た
し

て
私
は
何
を
遺
し
て
ゆ
く
の
か
。

多
く
の
参
詣
者
は
熱
心
に
聞
き

入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
お
裏
方
が
三
月
二
十
七
日
に

ご
往
生
な
さ
れ
、
四
月
二
十
一

日
に
如
来
堂
で
本
葬
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
法
嗣
殿
が
喪
主
を
勤
め
ら
れ

る
中
、
真
宗
各
派
御
宗
主
を
先

こ
ん
な
行
事
が
あ
り
ま
し
た

頭
に
、
多
く
の
方
々
が
掌
を
合

わ
さ
れ
ま
し
た
。

　
写
生
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

年
少
か
ら
高
校
生
ま
で
、
た
く

さ
ん
の
ご
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　
五
月
二
十
一
日
は
親
鸞
聖
人

降
誕
会
、
翌
二
十
二
日
は
来
年

五
月
の
奉
讃
法
会
に
先
駆
け
て
、

お
待
ち
受
け
法
会
が
勤
ま
り
ま

し
た
。
両
日
夜
に
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
が
御
影

堂
を
彩
り
、
沢
山
の
人
々
が
驚

嘆
の
声
を
上
げ

る
な
ど
、
奉
讃

法
会
に
向
け
て

の
大
き
な
機
運

が
高
ま
り
ま
し

た
。

 
●  

行 

事 

案 

内

　
八
月
一
日
〜
五
日

　第
96
回 
仏
教
文
化
講
座

　
八
月
十
四
日
〜
十
六
日

　歓
喜
会

　
九
月
一
日

　第
29
回 

法
話
発
表
会

　
九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　讃
仏
会

※
夏
季

　小
学
生
教
化
合
宿

　中
止
予
定
で
す
。

※
六
月 

五
日

婦
人
連
合
大
会

来
年
に
延
期
。

お
申
込
済
の
祖
師
寿
の
賞
状
は
、
各

お
手
次
の
お
寺
に
発
送
い
た
し
ま
す
。

※
六
月

　
坊
守
研
修
会

　中
止
い
た
し
ま
す
。

※
開
催
予
定
の
行
事
に
つ
き
ま
し
て
も

感
染
症
対
策
の
た
め
異
な
る
運
営
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
変
更
・
中
止
な
ど
に
つ
き
ま
し
て

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

(http://w
w
w
.senjuji.or.jp)


