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徳
本
行
者
を
慕
っ
て
い
た
吉
田
秋
久
に
よ
り
開

基
さ
れ
た
西
法
寺
（
宮
原
町
新
町
）。
中
隆
英
住

職
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

徳
本
行
者
は
、
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
た
僧
侶
で

し
た
。
で
も
、
あ
ま
り
知
名
度
は
高
く
な
い
で
す

よ
ね
。
た
と
え
ば
明
恵
上
人
は
武
士
の
出
身
で
、

仏
教
を
学
問
の
面
か
ら
も
追
求
し
て
書
物
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
後
世
に
な
っ
て
も
文
献
を
ひ
も
と

く
人
が
多
く
、
和
歌
と
と
も
に
一
般
的
に
知
ら
れ

て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

一
方
、
徳
本
行
者
は
農
家
の
出
身
で
、
伝
わ
っ

て
い
る
も
の
は
弟
子
が
記
録
し
た
説
法
と
名
号
が

多
い
で
す
。
行
者
は
仏
教
を
学
問
と
し
て
学
び
伝

え
る
の
で
は
な
く
、
庶
民
の
暮
ら
し
を
み
つ
め
、

彼
ら
の
悩
み
や
喜
び
に
寄
り
添
っ
た
僧
侶
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

だ
か
ら
説
法
を
通
じ
て
、
明
日
を
生
き
る
希
望

を
与
え
て
く
れ
る
、
庶
民
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
心

の
お
医
者
さ
ん
の
よ
う
な
僧
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

が
ん
ば
り
続
け
る
の
は
し
ん
ど
い
時
も
あ
り
ま
す

よ
ね
。
徳
本
行
者
は
そ
こ
で
「
ひ
と
休
み
し
て
。
な

ん
と
か
な

る
よ
」
と

言
っ
て
く

れ
る
存
在

だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　
徳
本
行
者
が
修
行
し
た
岩
室
山
の
麓
、
宮
原
町

須
谷
に
住
む
藤
岡
睦
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。

　

５
、
６
年
前
に
徳
本
さ
ん
に
興
味
を
も
ち
、
調

べ
る
中
で
、
地
元
の
歴
史
に
詳
し
い
方
か
ら
、
徳

本
さ
ん
が
須
谷
の
家
を
数
軒
訪
ね
ら
れ
た
と
い
う

言
い
伝
え
を
聞
き
ま
し
た
。そ
の
一
軒
が
な
ん
と
、

う
ち
の
家
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
父
か
ら
「
大
切
に
せ
よ
」
と
言
わ
れ
、

い
つ
も
正
月
に
飾
っ
て
い
た
掛
け
軸
が
徳
本
さ
ん

直
筆
の
も
の
だ
と
分
か
り
、
驚
き
ま
し
た
。

　

調
べ
て
い
く
と
、
徳
本
さ
ん
は
信
念
が
強
く
、

人
に
優
し
い
偉
大
な
人
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
徳
本
さ
ん
の
こ
と
を
後
世
の
人

に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　
多
く
の
地
を
訪
れ
、
そ
の
地
で
多
く
の
人
々
に

慕
わ
れ
た
徳
本
さ
ん
。
全
国
各
地
へ
脚
を
運
び
、

貴
賤
・
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
手
を
さ
し
の
べ
る

徳
本
さ
ん
は
、
有
田
と
深
い
縁
の
あ
る
偉
人
だ
っ

た
の
で
す
。

　
紀
中
に
伝
わ
る
徳
本
行
者
の
資
料
を
一
同
に

集
め
、徳
本
行
者
の
紀
伊
国
で
の
実
像
に
迫
る
、

特
別
展
を
開
催
し
ま
す
。

期
間　

10
月
14
日
（
土
）
〜
12
月
10
日
（
日
）

開
館
時
間　

９
時
30
分
〜
17
時

※

入
館
は
16
時
30
分
ま
で

場
所　

郷
土
資
料
館（
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階
）

※

休
館
日　

水
曜
日

■
記
念
講
演

① 

10
月
15
日
（
日
）
13
時
30
分
〜

　
「
紀
伊
国
で
の
徳
本
の
足
跡
」

正
覚
寺
住
職　

塩
路
善
澄
氏

② 

10
月
21
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

　
「
徳
本
上
人
絵
伝
の
絵
解
き
」

誕
生
院
住
職　

畠
山
澄
男
氏

③ 

11
月
11
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

　
「
女
性
救
済
と
徳
本
」

西
宮
市
立
郷
土
資
料
館　

俵
谷
和
子
氏

④ 

11
月
18
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

　
「
仏
教
史
の
中
の
徳
本
」

前
郷
土
資
料
館
館
長　

寺
西
貞
弘
氏

⑤ 

11
月
25
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

　
「
有
田
の
徳
本
行
者
」

郷
土
資
料
館
学
芸
員　

木
谷
智
史

場
所　

①
③
④ 

文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

　
　
　

②
⑤ 

郷
土
資
料
館

　
　

郷
土
資
料
館　

℡
82
ー
３
２
２
１

徳
本
行
者
に
ま
つ
わ
る

　
　

西
法
寺
の
所
蔵
品

庶
民
の
苦
楽
に
寄
り
添
う

　
　
　

心
の
お
医
者
さ
ん

わ
が
家
に
徳
本
さ
ん
が
？

徳本上人坐像
目がやさしく、誰から
も慕われるやさしい顔
つきが特徴的。　　　

名躰不離尊像
南無阿弥陀仏の文字で表され
た阿弥陀如来。唱える名号が
阿弥陀如来になるという徳本
の教えを表したもの。　　　

特
別
展 

念
仏
行
者
徳
本

〜
２
０
０
回
忌
記
念
〜

し
ょ
う
か
く
じ

た
ん
じ
ょ
う
い
ん

て
ら
に
し
さ
だ

き

た
に
さ
と

し

ひ
ろ

ひ
ょ
う
た
に
か
ず

こ

は
た
け
や
ま
す
み

お

し
お

じ
ぜ
ん
ち
ょ
う

藤岡家に伝わる
　徳本直筆「三社託宣」

さ
い
ほ
う

じ

よ
し

え

み
ょ
う

ふ
じ
お
か
む
つ

お

だ

あ
き
ひ
さ

な
か
り
ゅ
う
え
い

徳本直筆置文
徳本直筆の手紙。岩室
山にいたときの手紙が
今も残されている。　

問
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Ｑ　

徳
本
行
者
っ
て
何
を
し
た
人
な
の
？

Ａ　

江
戸
時
代
に
厳
し
い
修
行
を
し
な
が
ら
、
わ

か
り
や
す
い
説
法
で
多
く
の
人
に
浄
土
宗
を
広

め
た
人
だ
よ
。

Ｑ　

有
田
市
と
何
か
ゆ
か
り
は
あ
る
の
？

Ａ　

徳
本
行
者
は
１
７
５
８
年
に
現
在
の
日
高
町

に
生
ま
れ
て
、
27
歳
の
時
に
出
家
し
た
ん
だ
。

そ
の
後
修
行
の
旅
に
出
る
ん
だ
け
ど
、
途
中
、

有
田
に
立
ち
寄
っ
て
、
そ
こ
か
ら
７
年
間
、
有

田
の
地
で
修
行
し
た
ん
だ
よ
。

Ｑ　

７
年
も
？ 

ど
う
し
て
有
田
に
と
ど
ま
っ
た

ん
だ
ろ
う
？

Ａ　

徳
本
行
者
が
修
行
し
た
の
は
、
宮
原
町
須
谷

に
あ
る
岩
室
山
な
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
は
中
世
に

戦
場
と
な
っ
た
場
所
で
、
多
く
の
人
が
亡
く

な
っ
た
そ
う
な
ん
だ
。
死
者
へ
の
供
養
の
意
味

も
あ
っ
て
、
岩
室
山
を
修
行
の
地
に
選
ん
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
。
そ
れ
と
、
岩
室
山
の
山

頂
に
あ
る
崖
が
、
と
て
も
閑
散
と
し
て
い
て
、

修
行
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
よ
う
だ
よ
。

Ｑ　

そ
ん
な
寂
し
い
と
こ
ろ
で
ひ
と
り
で
暮
ら
せ

た
の
？

Ａ　

須
谷
村
の
農
夫
の
栄
助
が
、
水
や
食
事
を
届

　

け
る
な
ど
身
の
ま
わ
り
の
お
世
話
を
し
て
い
た

ん
だ
。
そ
し
て
徳
本
行
者
が
修
行
し
て
い
る
こ

と
が
除
々
に
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
、
岩
室

山
の
麓
に
多
く
の
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
だ
よ
。

Ｑ　

た
く
さ
ん
の
人
が
徳
本
行
者
を
慕
っ
て
い
た

ん
だ
ね
。

Ａ　

徳
本
行
者
の
説
法
は
道
歌
（
道
徳
的
・
教
訓

的
な
短
歌
）
や
俗
語
を
交
え
て
、
と
て
も
理
解

し
や
す
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
多
く
の
人
か
ら

支
持
を
受
け
た
ん
だ
よ
。

Ｑ　

有
田
で
の
修
行
を
終
え
た
後
は
ど
う
し
た
の
？

Ａ　

再
び
旅
に
出
て
、
遠
く
は
長
野
や
千
葉
な
ど

驚
く
ほ
ど
広
い
範
囲
で
行
脚
を
し
た
そ
う
だ
よ
。

徳
本
行
者
が
訪
れ
た
所
に
は
足
跡
を
物
語
る
石

碑
が
建
て
ら
れ
、
全
国
で
１
，
０
０
０
基
ち
か

く
あ
る
ん
だ
。

　
　

そ
の
石
碑
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
徳
本

行
者
の
字
が
彫
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
独
特
の
文

字
は
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
、「
徳
本
文
字
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
ん
だ
。

　
　

文
字
が
徳
本
行
者
の
人
と
な
り
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ね
。

徳本行者修行の地、岩室山より市内を臨む徳本行者修行の地、岩室山より市内を臨む

徳
本
行
者　

Ｑ
＆
Ａ

徳本名号（西法寺所蔵）
「南無阿弥陀仏」

丸みを帯びて、終筆がはね
あがった独特の文字。　　

※名号：仏・菩薩の名前。
　唱えることで功徳がある
　と信じられている。

と
く
ほ
ん

え
い
す
け


