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当
寺
は
、
元
和
年
間（
１
６
１
５

頃
）
に
万
行
律
師
に
よ
り
開
基
さ

れ
た
。万
行
律
師
は
比
叡
山
南
谷

の
出
身
で
あ
り
、
寺
名
の
南
谷
寺

は
こ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。師
は
不

動
明
王
を
信
奉
し
て
お
り
、
比
叡

山
を
下
り
て
伊
賀
国
（
現
在
の
三

重
県
）
赤
目
山
で
修
行
を
重
ね
て

い
た
あ
る
日
に
不
動
明
王
を
感
得

し
、
江
戸
に
赴
か
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

当
初
は
、駒
込
堂
坂（
現
・
動
坂
）

に
庵
を
結
び「
赤
目
不
動
尊
」と
し

て
開
山
さ
れ
た
が
、
動
坂
付
近
に

は
徳
川
家
の
鷹
狩
り
の
場
が
あ

本尊　目赤不動尊

本尊  釈迦如来

江戸名水　柳の井戸

当
寺
は
元
禄
八
年（
１
６
９
５
）

六
月
、五
代
将
軍
綱
吉
公
の
寵
愛

を
受
け
た「
お
伝
の
方（
瑞
春
院
）」

の
父
親
を
供
養
す
る
寺
と
し
て
、綱

吉
公
の
御
下
命
に
よ
り
建
立
さ
れ

た
。開
基
は
寛
永
寺
一
山
明
王
院・

恵
宏
上
人
。本
尊
は
家
康
公
が
奉

安
し
て
い
た
釈
迦
牟
尼
如
来
像

（
平
安
期
作
）で
あ
る
。ま
た
同
年

八
月
の『
常
憲
院
殿（
綱
吉
公
）御

実
紀（
幕
府
の
公
式
記
録
）』に
は
、

「
こ
の
日
、千
駄
木
世
尊
院
に
寺
領

二
百
石
を
給
う
。こ
れ
桂
昌
院
尼

公（
綱
吉
公
母
堂
）の
御
願
に
よ
り

て
な
り
」と
あ
り
、こ
の
時
以
来
、当

寺
は
御
朱
印
寺
と
し
て
幕
末
ま
で

り
、
当
時
か
ら
地
名
に
な
っ
て
い

た
目
黒
・
目
白
に
ち
な
み
、
家
光

公
よ
り「
目
赤
不
動
」と
改
称
す
る

よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
五
色
不
動
の
う
ち
の
ひ
と

つ
で
、関
東
三
十
六
不
動
第
十
三
番

札
所
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
月
例

護
摩
供
が
修
さ
れ
参
拝
者
が
絶
え

な
い
。

【
江
戸
五
色
不
動
】

 

目
黒
不
動 

瀧
泉
寺（
目
黒
区
）

 

目
白
不
動 

金
乗
院（
豊
島
区
）

 

目
赤
不
動 

南
谷
寺（
文
京
区
）

 

目
青
不
動 

教
学
院（
世
田
谷
区
）

 

目
黄
不
動 

永
久
寺（
台
東
区
）

 

目
黄
不
動 

最
勝
寺（
江
戸
川
区
）

そ
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
度
重
な
る
火
災

や
、東
京
大
空
襲
に
よ
り
当
寺
の
堂

宇
は
全
焼
し
、宝
物
等
は
一
切
失
っ

て
し
ま
っ
た
が
、奇
跡
的
に
本
尊
だ

け
は
そ
の
難
を
逃
れ
、今
日
に
至
っ

て
い
る
。

当
寺
は
、湯
島
天
神
の
運
営
管

理
を
行
っ
た
別
当
寺
の
、寛
永
寺

末・喜
見
院
の一堂
宇
で
あ
っ
た
。

元
禄
七
年（
１
６
９
４
）、菅
原
道

真
公
が
篤
信
で
あ
っ
た
聖
天
さ
ま

（
大
聖
歓
喜
天・慈
覚
大
師
作
）を
、

喜
見
院
の
第
三
世
宥
海
上
人
が
比

叡
山
よ
り
勧
請
し
、開
基
さ
れ
た
。

豪
商・紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
も
帰

依
し
た一人
で
あ
っ
た
。

境
内
に
は
江
戸
名
水
の
一
つ

「
柳
の
井
戸
」が
あ
り
、『
江
戸
砂

子
』に「
こ
の
井
は
名
水
に
し
て
女

の
髪
を
洗
え
ば
如
何
よ
う
に
結
ば

れ
た
髪
も
は
ら
は
ら
ほ
ぐ
れ
垢
落

ち
る
」と
記
さ
れ
、美
髪・厄
除
け
の

御
利
益
を
求
め
る
参
拝
者
、ま
た

江
戸
三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
拝
者

で
賑
わ
う
。放
生
池
に
は
元
禄
の

頃
よ
り
縁
起
の
良
い
亀
を
放
し
、今

で
も「
亀
の
子
寺
」と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

当
寺
は
江
戸
の
大
火
や
関
東
大

震
災
、空
襲
に
も
全
く
遭
う
こ
と

な
く
、聖
天
さ
ま
の
霊
験
の
あ
ら
た

か
さ
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

お
地
蔵
様
は
、お
釈
迦
様
の
入
滅
後
、の
ち

に
弥
勒
菩
薩
が
出
現
す
る
ま
で
の
現
世
界
に

お
い
て
、
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。お
地
蔵
様
は
大
い
な
る
慈
し
み
の
心

に
よ
っ
て
、
私
達
を
救
済
す
る
た
め
に
自
ら

こ
の
世
に
留
ま
り
、私
達
の
悲
し
み
や
苦
し
み

を
代
わ
り
に
受
け
、
常
に
私
達
と
共
に
救
い

の
道
を
歩
も
う
と
願
う
菩
薩
様
な
の
で
す
。

と
て
も
親
し
み
易
く
、
身
近
に
感
じ
る
こ
と

の
で
き
る
理
想
的
な
現
世
の
お
導
師
様
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。造
ら
れ
た
石
像
の
数
と
し

て
は
、他
の
仏
様
の
比
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
お
の
り
や
せ
、地
蔵
さ
ま
」

お
地
蔵
様
の
親
し
み
易
さ
は
東
北
の
子
供

の
遊
び「
地
蔵
遊
び
」に
も
具
現
化
さ
れ
て
い

ま
す
。一
人
の
子
供
に
南
天
の
木
の
枝
を
握

ら
せ
、
そ
の
子
を
取
り
巻
い
て
グ
ル
グ
ル
廻

り「
お
の
り
や
せ
、地
蔵
さ
ま
」と
唱
え
る
と
、

そ
の
子
供
が
お
地
蔵
様
に
な
る
と
い
う
遊
び

で
す
。そ
の
後
は「
も
の
教
え
に
ご
ざ
っ
た
か

地
蔵
さ
ま
、遊
び
に
ご
ざ
っ
た
か
地
蔵
さ
ま
」

と
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
て
、
お
地
蔵
様
が

乗
り
移
っ
た
子
供
と
問
答
し
、
時
に
は
紛
失

物
の
所
在
ま
で
聞
く
そ
う
で
す
。こ
れ
が
現

在
に
伝
わ
る「
カ
ゴ
メ
カ
ゴ
メ
」の
原
型
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。（
柳
田
国
男『
日
本
の
伝
説
』よ
り
）

「
お
地
蔵
様
の
お
裁
き
」

も
う
一
つ
、
お
地
蔵
様
に
は
面
白
い
お
話

が
あ
り
ま
す
。お
地
蔵
様
は
閻
魔
様
だ
と
い

う
の
で
す
。日
本
中
に
無
数
に
あ
る
お
地
蔵

様
が
、実
は
閻
魔
様
だ
っ
た
な
ん
て
、も
う
悪

い
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。誰
の
目
に
触
れ

な
く
て
も
、
善
い
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
し
て
お

こ
う
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
そ
の
昔
「
遠
山
の

金
さ
ん
」
と
い
う
名
番
組
が
あ
り
ま
し
た
が
、

お
奉
行
様
が
民
間
の
中
に
親
し
く
入
り
混
ん

で
世
の
中
の
悪
事
を
暴
き
、
地
道
に
コ
ツ
コ

ツ
頑
張
っ
て
い
る
庶
民
が
報
わ
れ
る
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
こ
の
世
で
行
っ
た
善
悪
の

行
い
を
お
地
蔵
様
が
全
て
見
て
い
て
、
い
ざ

閻
魔
様
の
お
裁
き
と
な
っ
た
段
階
で
嘘
は
つ

け
な
い「
お
地
蔵
様
＝
閻
魔
様
」と
い
う
お
話

と
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

「
復
興
へ
の
願
い
」

東
北
の
有
名
な
詩
人
、
宮
沢
賢
治
の「
雨
に

も
負
け
ず　

風
に
も
負
け
ず　
（
中
略
）
慾
は

無
く　

決
し
て
瞋
ら
ず　

い
つ
も
し
ず
か
に

笑
っ
て
い
る  （
中
略
）
日
照
り
の
と
き
は
涙

を
流
し　

寒
さ
の
夏
は
お
ろ
お
ろ
歩
き　
（
中

略
）褒
め
ら
れ
も
せ
ず　

苦
に
も
さ
れ
ず　

そ

う
い
う
も
の
に
私
は
な
り
た
い
」
と
い
う
詩

は
、ま
さ
に
お
地
蔵
様
の
お
姿
や
お
気
持
ち
を

よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
多
く
の

お
地
蔵
様
が
東
日
本
大
震
災
の
各
被
災
地
に

寄
贈
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。お
地
蔵
様
の

功
徳
を
知
る
方
々
が
、
現
地
の
人
々
の
心
の

癒
し
を
願
う
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
の
復
興

を
見
守
っ
て
欲
し
い
と
願
う
、
全
国
か
ら
の

心
温
ま
る
贈
り
物
だ
と
思
い
ま
す
。き
っ
と
、

お
地
蔵
様
は
優
し
く
大
き
な
慈
し
み
の
心
を

も
っ
て
、
い
つ
も
応
援
し
な
が
ら
私
達
を
見

守
っ
て
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

み
な
み
だ
に

ご

じ
っ  

き

べ
っ 

と
う  

じ

い
か

す
な

ご

ほ
う
じ
ょ
う

天
台
の
寺
め
ぐ
り

な
ん
　  

こ
く       

じ

せ       

そ
ん      

い
ん

し
ん    

じ
ょ
う   

い
ん

し
ょ
う
で
ん

33

駒
込
・
千
駄
木
・
湯
島
周
辺

目
赤
不
動

綱
吉
公
建
立

湯
島
聖
天
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天
台
宗
で
は
、
毎
年
十
二
月

を
「
地
球
救
援
募
金
強
化
月

間
」
と
定
め
て
全
国
一
斉
に
托

鉢
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。宗

祖
伝
教
大
師
の
教
え
で
あ
る

「
忘
己
利
他
」
の
精
神
を
実
践

す
る
活
動
と
し
て
す
っ
か
り

定
着
し
た
全
国
一
斉
托
鉢
で

す
が
、
東
京
で
は
毎
年
浅
草
寺

の
宝
蔵
門
前
を
お
借
り
し
て

実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
は
、
冬
晴
れ
の
十
二
月

十
日
（
土
）
に
僧
侶
52
名
が
参

加
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。午

前
十
時
に
浅
草
寺
ご
本
尊
に

向
か
っ
て
般
若
心
経
を
読
誦

し
た
後
、
午
後
二
時
頃
ま
で
の

約
４
時
間
の
あ
い
だ
、
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
が
望
め
る
門
前

で
募
金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
五
月
に
開
業
予
定
の

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
高
さ

６
３
４
メ
ー
ト
ル
、
宝
蔵
門
向

か
っ
て
右
手
に
そ
の
偉
容
を

間
近
に
望
む
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
ご
参
拝
の
方
が
カ
メ
ラ

を
片
手
に
そ
の
姿
を
写
真
に

収
め
な
が
ら
、
温
か
い
お
気
持

ち
と
と
も
に
浄
財
を
僧
侶
た

ち
に
托
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
は
、
東
日
本
大
震
災
を

は
じ
め
と
し
た
多
く
の
災
害

が
日
本
全
土
を
襲
い
、
多
く
の

方
が
被
災
さ
れ
た
苦
難
の
一

年
と
な
り
ま
し
た
が
、
被
災
者

を
支
援
し
よ
う
と
手
を
さ
し

の
べ
る
方
も
多
く
、「
絆
」の
大

切
さ
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た

一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の

た
め
、
ご
参
拝
の
方
の
募
金
へ

の
関
心
も
例
年
よ

り
も
高
か
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。皆
様
か
ら

い
た
だ
い
た
浄
財

３
６
６
、
０
０
７

円
は
、
一
隅
を
照

ら
す
運
動
総
本
部

他
、
各
種
団
体
へ

み
な
さ
ま
の
温
か

い
お
気
持
ち
と
と
も
に
寄
託

さ
れ
ま
し
た
。

　

下
記
の
ご
案
内
に
も
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
今
年
の
一
隅
大

会
は
浅
草
公
会
堂
で
実
施
さ

れ
ま
す
。自
立
式
電
波
塔
と
し

て
世
界
一
の
高
さ
を
誇
る
東

京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
、
東
京
下

町
地
区
か
ら
日
本
の
文
化
や

技
術
を
世
界
に
発
信
す
る
こ

と
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
い

る
そ
う
で
す
が
、
天
台
宗
東
京

教
区
も
一
隅
大
会
や
全
国
一

斉
托
鉢
を
通
じ
て
、
浅
草
の
地

か
ら
一
人
で
も
多
く
の
方
に

宗
祖
伝
教
大
師
の
教
え
を
広

め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

1948年、山形県生まれ。東北大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科に勤務。小児がんが不治
の病だった70年代にテキサス大学総合がん研究所に3年間赴任し、最先端の医療を学ぶ。帰国後
に聖路加国際病院小児科に復職。小児科部長として小児がんの子供たちの治療にたずさわると
同時に、子供たちとのキャンプ活動や執筆活動にも取り組む。俳人としても旺盛な活動を行う。専
門は小児血液・腫瘍学、小児保健など。
著書に「今、伝えたい「いのちの言葉」」（佼成出版社）「川の見える病院から」（岩崎書店）「医師とし
てできることできなかったこと」（講談社）「いつもいいことさがし」（暮らしの手帖社）などがある。

平成２4年６月9日（土）
午後１時　開会 浅草公会堂

　　　　　　　   法　　要
大導師　輪王寺門跡　門主 神田秀順大僧正
天台宗東京教区寺院・天台声明音律研究会
天台雅楽会・叡山講福聚教会

　　　　　　     講　　演
聖路加国際病院副院長　　細谷 亮太 氏 
小児総合医療センター長     　
演題 「今、伝えたい『いのちの言葉』」

細谷亮太 氏 プロフィール

ほそや りょうた

会  場

昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本

大
震
災
か
ら
一
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。
昨
年
末
に
発
表

さ
れ
た
一
年
を
表
す
漢
字
は

「
絆
」
で
し
た
。
震
災
後
の
、

か
け
が
え
の
な
い
人
と
人
と
の

結
び
つ
き
や
、
女
子
サ
ッ
カ
ー

等
の
活
躍
に
こ
と
よ
せ
た
の

が
、
選
出
理
由
だ
そ
う
で
す
。

大
方
の
予
想
で
は
、
順
当
だ

と
の
評
価
が
あ
っ
た
一
方
、
と

あ
る
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
は
、

「
震
」
の
方
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。
「
確
か

に
震
災
直
後
に
は
、

結
び
つ
き
を
感
じ
る

事
が
多
か
っ
た
。
で
も
そ
れ
は

今
も
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
冬
の
被
災
地
で
皆
、

「
絆
」
と
い
う
言
葉
に
温
か
さ

を
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と

の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま

す
。ど

ん
な
に
恐
ろ
し
い
、
そ
れ

ま
で
想
像
も
出
来
な
か
っ
た
よ

う
な
事
で
あ
っ
て
も
、
時
間
の

経
過
と
と
も
に
、
様
々
な
事
が

薄
れ
て
い
き
、
何
の
疑
問
も
な

く
、
時
を
過
ご
し
て
し
ま
う
。

そ
の
事
に
対
す
る
、
つ
か
み
ど

こ
ろ
の
無
い
怖
さ
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

95
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

発
生
か
ら
一
年
程
経
っ
て
、
改

め
て
被
災
さ
れ
た
方
々
に
お
話

を
伺
い
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
印
象
的
だ
っ
た

の
が
、
沢
山
の
方
か
ら
、
「
忘

れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
」

「
日
常
に
終
わ
り
は
な
い
」
と

い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
聞
か
さ

れ
た
事
で
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
後
、
社
会

は
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の
変
化

を
様
々
な
側
面
か
ら
見
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

考
え
る
機
会
を
持
て
た
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
日
々
溢
れ
て

い
る
情
報
の
中
で
、
少
し
ず
つ

現
実
味
を
喪
失
し
て
は
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
あ
ら
が

う
か
の
よ
う
に
、
今
も
様
々
な

問
題
に
直
面
し
て
い
る
現
場
に

飛
び
出
し
て
行
く
人
も
い
ま

す
。
現
場
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

声
に
耳
を
傾
け
る
事
、
関
心
を

持
ち
続
け
る
意
識
が
、
被
災
地

か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
私
達
の

中
で
、
段
々
薄
れ
て
い
っ
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ほ
ど
の
コ
ラ
ム
は
こ
の
よ

う
に
締
め
括
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
亡
く
な
っ
た
人
た

ち
を
思
い
出
し
て
つ

ら
い
思
い
を
す
る
人

も
多
い
だ
ろ
う
。
そ

の
時
、
震
え
る
気
持

ち
を
共
有
す
る
こ
と

で
、
今
も
歯
を
食
い
し
ば
っ
て

生
き
て
い
る
人
た
ち
に
寄
り
添

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
。あ

ら
ゆ
る
物
事
は
留
ま
る
こ

と
の
な
い
「
諸
行
無
常
」
は
仏

教
の
旗
じ
る
し
で
す
が
、
全
て

に
気
持
ち
が
入
ら
な
い
「
諸
行

無
情
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
常

に
自
ら
に
問
い
掛
け
続
け
た
い

も
の
で
す
。

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

〜
寄
り
添
う
心
を

　
　
　
　
　
忘
れ
な
い
〜

〜
東
京
教
区
托
鉢
報
告
〜

浅
草
の
地
か
ら

浅
草
の
地
か
ら

● 比叡山延暦寺・金峯山寺・高野山金剛峯寺参拝の旅

　今年の東京教区の団体参拝旅行は、天台宗総本山である比叡山延暦寺を
はじめ、修験道の総本山金峯山寺と真言宗総本山の高野山金剛峯寺を巡る
旅です。是非ともご参加下さい。
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 Tel　03-6891-4355（二日市）
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天
台
宗
で
は
、
毎
年
十
二
月

を
「
地
球
救
援
募
金
強
化
月

間
」
と
定
め
て
全
国
一
斉
に
托

鉢
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。宗

祖
伝
教
大
師
の
教
え
で
あ
る

「
忘
己
利
他
」
の
精
神
を
実
践

す
る
活
動
と
し
て
す
っ
か
り

定
着
し
た
全
国
一
斉
托
鉢
で

す
が
、
東
京
で
は
毎
年
浅
草
寺

の
宝
蔵
門
前
を
お
借
り
し
て

実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
は
、
冬
晴
れ
の
十
二
月

十
日
（
土
）
に
僧
侶
52
名
が
参

加
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。午

前
十
時
に
浅
草
寺
ご
本
尊
に

向
か
っ
て
般
若
心
経
を
読
誦

し
た
後
、
午
後
二
時
頃
ま
で
の

約
４
時
間
の
あ
い
だ
、
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
が
望
め
る
門
前

で
募
金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
五
月
に
開
業
予
定
の

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
高
さ

６
３
４
メ
ー
ト
ル
、
宝
蔵
門
向

か
っ
て
右
手
に
そ
の
偉
容
を

間
近
に
望
む
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
ご
参
拝
の
方
が
カ
メ
ラ

を
片
手
に
そ
の
姿
を
写
真
に

収
め
な
が
ら
、
温
か
い
お
気
持

ち
と
と
も
に
浄
財
を
僧
侶
た

ち
に
托
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
は
、
東
日
本
大
震
災
を

は
じ
め
と
し
た
多
く
の
災
害

が
日
本
全
土
を
襲
い
、
多
く
の

方
が
被
災
さ
れ
た
苦
難
の
一

年
と
な
り
ま
し
た
が
、
被
災
者

を
支
援
し
よ
う
と
手
を
さ
し

の
べ
る
方
も
多
く
、「
絆
」の
大

切
さ
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た

一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の

た
め
、
ご
参
拝
の
方
の
募
金
へ

の
関
心
も
例
年
よ

り
も
高
か
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。皆
様
か
ら

い
た
だ
い
た
浄
財

３
６
６
、
０
０
７

円
は
、
一
隅
を
照

ら
す
運
動
総
本
部

他
、
各
種
団
体
へ

み
な
さ
ま
の
温
か

い
お
気
持
ち
と
と
も
に
寄
託

さ
れ
ま
し
た
。

　

下
記
の
ご
案
内
に
も
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
今
年
の
一
隅
大

会
は
浅
草
公
会
堂
で
実
施
さ

れ
ま
す
。自
立
式
電
波
塔
と
し

て
世
界
一
の
高
さ
を
誇
る
東

京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
、
東
京
下

町
地
区
か
ら
日
本
の
文
化
や

技
術
を
世
界
に
発
信
す
る
こ

と
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
い

る
そ
う
で
す
が
、
天
台
宗
東
京

教
区
も
一
隅
大
会
や
全
国
一

斉
托
鉢
を
通
じ
て
、
浅
草
の
地

か
ら
一
人
で
も
多
く
の
方
に

宗
祖
伝
教
大
師
の
教
え
を
広

め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本

大
震
災
か
ら
一
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。
昨
年
末
に
発
表

さ
れ
た
一
年
を
表
す
漢
字
は

「
絆
」
で
し
た
。
震
災
後
の
、

か
け
が
え
の
な
い
人
と
人
と
の

結
び
つ
き
や
、
女
子
サ
ッ
カ
ー

等
の
活
躍
に
こ
と
よ
せ
た
の

が
、
選
出
理
由
だ
そ
う
で
す
。

大
方
の
予
想
で
は
、
順
当
だ

と
の
評
価
が
あ
っ
た
一
方
、
と

あ
る
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
は
、

「
震
」
の
方
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。
「
確
か

に
震
災
直
後
に
は
、

結
び
つ
き
を
感
じ
る

事
が
多
か
っ
た
。
で
も
そ
れ
は

今
も
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
冬
の
被
災
地
で
皆
、

「
絆
」
と
い
う
言
葉
に
温
か
さ

を
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と

の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま

す
。ど

ん
な
に
恐
ろ
し
い
、
そ
れ

ま
で
想
像
も
出
来
な
か
っ
た
よ

う
な
事
で
あ
っ
て
も
、
時
間
の

経
過
と
と
も
に
、
様
々
な
事
が

薄
れ
て
い
き
、
何
の
疑
問
も
な

く
、
時
を
過
ご
し
て
し
ま
う
。

そ
の
事
に
対
す
る
、
つ
か
み
ど

こ
ろ
の
無
い
怖
さ
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

95
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

発
生
か
ら
一
年
程
経
っ
て
、
改

め
て
被
災
さ
れ
た
方
々
に
お
話

を
伺
い
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
印
象
的
だ
っ
た

の
が
、
沢
山
の
方
か
ら
、
「
忘

れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
」

「
日
常
に
終
わ
り
は
な
い
」
と

い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
聞
か
さ

れ
た
事
で
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
後
、
社
会

は
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の
変
化

を
様
々
な
側
面
か
ら
見
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

考
え
る
機
会
を
持
て
た
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
日
々
溢
れ
て

い
る
情
報
の
中
で
、
少
し
ず
つ

現
実
味
を
喪
失
し
て
は
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
あ
ら
が

う
か
の
よ
う
に
、
今
も
様
々
な

問
題
に
直
面
し
て
い
る
現
場
に

飛
び
出
し
て
行
く
人
も
い
ま

す
。
現
場
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

声
に
耳
を
傾
け
る
事
、
関
心
を

持
ち
続
け
る
意
識
が
、
被
災
地

か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
私
達
の

中
で
、
段
々
薄
れ
て
い
っ
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ほ
ど
の
コ
ラ
ム
は
こ
の
よ

う
に
締
め
括
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
亡
く
な
っ
た
人
た

ち
を
思
い
出
し
て
つ

ら
い
思
い
を
す
る
人

も
多
い
だ
ろ
う
。
そ

の
時
、
震
え
る
気
持

ち
を
共
有
す
る
こ
と

で
、
今
も
歯
を
食
い
し
ば
っ
て

生
き
て
い
る
人
た
ち
に
寄
り
添

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
。あ

ら
ゆ
る
物
事
は
留
ま
る
こ

と
の
な
い
「
諸
行
無
常
」
は
仏

教
の
旗
じ
る
し
で
す
が
、
全
て

に
気
持
ち
が
入
ら
な
い
「
諸
行

無
情
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
常

に
自
ら
に
問
い
掛
け
続
け
た
い

も
の
で
す
。

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

〜
寄
り
添
う
心
を

　
　
　
　
　
忘
れ
な
い
〜

〜
東
京
教
区
托
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告
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● 比叡山延暦寺・金峯山寺・高野山金剛峯寺参拝の旅

　今年の東京教区の団体参拝旅行は、天台宗総本山である比叡山延暦寺を
はじめ、修験道の総本山金峯山寺と真言宗総本山の高野山金剛峯寺を巡る
旅です。是非ともご参加下さい。
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当
寺
は
、
元
和
年
間（
１
６
１
５

頃
）
に
万
行
律
師
に
よ
り
開
基
さ

れ
た
。万
行
律
師
は
比
叡
山
南
谷

の
出
身
で
あ
り
、
寺
名
の
南
谷
寺

は
こ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。師
は
不

動
明
王
を
信
奉
し
て
お
り
、
比
叡

山
を
下
り
て
伊
賀
国
（
現
在
の
三

重
県
）
赤
目
山
で
修
行
を
重
ね
て

い
た
あ
る
日
に
不
動
明
王
を
感
得

し
、
江
戸
に
赴
か
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

当
初
は
、駒
込
堂
坂（
現
・
動
坂
）

に
庵
を
結
び「
赤
目
不
動
尊
」と
し

て
開
山
さ
れ
た
が
、
動
坂
付
近
に

は
徳
川
家
の
鷹
狩
り
の
場
が
あ

本尊　目赤不動尊

本尊  釈迦如来

江戸名水　柳の井戸

当
寺
は
元
禄
八
年（
１
６
９
５
）

六
月
、五
代
将
軍
綱
吉
公
の
寵
愛

を
受
け
た「
お
伝
の
方（
瑞
春
院
）」

の
父
親
を
供
養
す
る
寺
と
し
て
、綱

吉
公
の
御
下
命
に
よ
り
建
立
さ
れ

た
。開
基
は
寛
永
寺
一
山
明
王
院・

恵
宏
上
人
。本
尊
は
家
康
公
が
奉

安
し
て
い
た
釈
迦
牟
尼
如
来
像

（
平
安
期
作
）で
あ
る
。ま
た
同
年

八
月
の『
常
憲
院
殿（
綱
吉
公
）御

実
紀（
幕
府
の
公
式
記
録
）』に
は
、

「
こ
の
日
、千
駄
木
世
尊
院
に
寺
領

二
百
石
を
給
う
。こ
れ
桂
昌
院
尼

公（
綱
吉
公
母
堂
）の
御
願
に
よ
り

て
な
り
」と
あ
り
、こ
の
時
以
来
、当

寺
は
御
朱
印
寺
と
し
て
幕
末
ま
で

り
、
当
時
か
ら
地
名
に
な
っ
て
い

た
目
黒
・
目
白
に
ち
な
み
、
家
光

公
よ
り「
目
赤
不
動
」と
改
称
す
る

よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
五
色
不
動
の
う
ち
の
ひ
と

つ
で
、関
東
三
十
六
不
動
第
十
三
番

札
所
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
月
例

護
摩
供
が
修
さ
れ
参
拝
者
が
絶
え

な
い
。

【
江
戸
五
色
不
動
】

 

目
黒
不
動 
瀧
泉
寺（
目
黒
区
）

 

目
白
不
動 

金
乗
院（
豊
島
区
）

 

目
赤
不
動 

南
谷
寺（
文
京
区
）

 

目
青
不
動 

教
学
院（
世
田
谷
区
）

 

目
黄
不
動 

永
久
寺（
台
東
区
）

 

目
黄
不
動 

最
勝
寺（
江
戸
川
区
）

そ
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
度
重
な
る
火
災

や
、東
京
大
空
襲
に
よ
り
当
寺
の
堂

宇
は
全
焼
し
、宝
物
等
は
一
切
失
っ

て
し
ま
っ
た
が
、奇
跡
的
に
本
尊
だ

け
は
そ
の
難
を
逃
れ
、今
日
に
至
っ

て
い
る
。

当
寺
は
、湯
島
天
神
の
運
営
管

理
を
行
っ
た
別
当
寺
の
、寛
永
寺

末・喜
見
院
の一堂
宇
で
あ
っ
た
。

元
禄
七
年（
１
６
９
４
）、菅
原
道

真
公
が
篤
信
で
あ
っ
た
聖
天
さ
ま

（
大
聖
歓
喜
天・慈
覚
大
師
作
）を
、

喜
見
院
の
第
三
世
宥
海
上
人
が
比

叡
山
よ
り
勧
請
し
、開
基
さ
れ
た
。

豪
商・紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
も
帰

依
し
た一人
で
あ
っ
た
。

境
内
に
は
江
戸
名
水
の
一
つ

「
柳
の
井
戸
」が
あ
り
、『
江
戸
砂

子
』に「
こ
の
井
は
名
水
に
し
て
女

の
髪
を
洗
え
ば
如
何
よ
う
に
結
ば

れ
た
髪
も
は
ら
は
ら
ほ
ぐ
れ
垢
落

ち
る
」と
記
さ
れ
、美
髪・厄
除
け
の

御
利
益
を
求
め
る
参
拝
者
、ま
た

江
戸
三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
拝
者

で
賑
わ
う
。放
生
池
に
は
元
禄
の

頃
よ
り
縁
起
の
良
い
亀
を
放
し
、今

で
も「
亀
の
子
寺
」と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

当
寺
は
江
戸
の
大
火
や
関
東
大

震
災
、空
襲
に
も
全
く
遭
う
こ
と

な
く
、聖
天
さ
ま
の
霊
験
の
あ
ら
た

か
さ
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

お
地
蔵
様
は
、お
釈
迦
様
の
入
滅
後
、の
ち

に
弥
勒
菩
薩
が
出
現
す
る
ま
で
の
現
世
界
に

お
い
て
、
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。お
地
蔵
様
は
大
い
な
る
慈
し
み
の
心

に
よ
っ
て
、
私
達
を
救
済
す
る
た
め
に
自
ら

こ
の
世
に
留
ま
り
、私
達
の
悲
し
み
や
苦
し
み

を
代
わ
り
に
受
け
、
常
に
私
達
と
共
に
救
い

の
道
を
歩
も
う
と
願
う
菩
薩
様
な
の
で
す
。

と
て
も
親
し
み
易
く
、
身
近
に
感
じ
る
こ
と

の
で
き
る
理
想
的
な
現
世
の
お
導
師
様
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。造
ら
れ
た
石
像
の
数
と
し

て
は
、他
の
仏
様
の
比
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
お
の
り
や
せ
、地
蔵
さ
ま
」

お
地
蔵
様
の
親
し
み
易
さ
は
東
北
の
子
供

の
遊
び「
地
蔵
遊
び
」に
も
具
現
化
さ
れ
て
い

ま
す
。一
人
の
子
供
に
南
天
の
木
の
枝
を
握

ら
せ
、
そ
の
子
を
取
り
巻
い
て
グ
ル
グ
ル
廻

り「
お
の
り
や
せ
、地
蔵
さ
ま
」と
唱
え
る
と
、

そ
の
子
供
が
お
地
蔵
様
に
な
る
と
い
う
遊
び

で
す
。そ
の
後
は「
も
の
教
え
に
ご
ざ
っ
た
か

地
蔵
さ
ま
、遊
び
に
ご
ざ
っ
た
か
地
蔵
さ
ま
」

と
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
て
、
お
地
蔵
様
が

乗
り
移
っ
た
子
供
と
問
答
し
、
時
に
は
紛
失

物
の
所
在
ま
で
聞
く
そ
う
で
す
。こ
れ
が
現

在
に
伝
わ
る「
カ
ゴ
メ
カ
ゴ
メ
」の
原
型
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。（
柳
田
国
男『
日
本
の
伝
説
』よ
り
）

「
お
地
蔵
様
の
お
裁
き
」

も
う
一
つ
、
お
地
蔵
様
に
は
面
白
い
お
話

が
あ
り
ま
す
。お
地
蔵
様
は
閻
魔
様
だ
と
い

う
の
で
す
。日
本
中
に
無
数
に
あ
る
お
地
蔵

様
が
、実
は
閻
魔
様
だ
っ
た
な
ん
て
、も
う
悪

い
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。誰
の
目
に
触
れ

な
く
て
も
、
善
い
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
し
て
お

こ
う
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
そ
の
昔
「
遠
山
の

金
さ
ん
」
と
い
う
名
番
組
が
あ
り
ま
し
た
が
、

お
奉
行
様
が
民
間
の
中
に
親
し
く
入
り
混
ん

で
世
の
中
の
悪
事
を
暴
き
、
地
道
に
コ
ツ
コ

ツ
頑
張
っ
て
い
る
庶
民
が
報
わ
れ
る
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
こ
の
世
で
行
っ
た
善
悪
の

行
い
を
お
地
蔵
様
が
全
て
見
て
い
て
、
い
ざ

閻
魔
様
の
お
裁
き
と
な
っ
た
段
階
で
嘘
は
つ

け
な
い「
お
地
蔵
様
＝
閻
魔
様
」と
い
う
お
話

と
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

「
復
興
へ
の
願
い
」

東
北
の
有
名
な
詩
人
、
宮
沢
賢
治
の「
雨
に

も
負
け
ず　

風
に
も
負
け
ず　
（
中
略
）
慾
は

無
く　

決
し
て
瞋
ら
ず　

い
つ
も
し
ず
か
に

笑
っ
て
い
る  （
中
略
）
日
照
り
の
と
き
は
涙

を
流
し　

寒
さ
の
夏
は
お
ろ
お
ろ
歩
き　
（
中

略
）褒
め
ら
れ
も
せ
ず　

苦
に
も
さ
れ
ず　

そ

う
い
う
も
の
に
私
は
な
り
た
い
」
と
い
う
詩

は
、ま
さ
に
お
地
蔵
様
の
お
姿
や
お
気
持
ち
を

よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
多
く
の

お
地
蔵
様
が
東
日
本
大
震
災
の
各
被
災
地
に

寄
贈
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。お
地
蔵
様
の

功
徳
を
知
る
方
々
が
、
現
地
の
人
々
の
心
の

癒
し
を
願
う
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
の
復
興

を
見
守
っ
て
欲
し
い
と
願
う
、
全
国
か
ら
の

心
温
ま
る
贈
り
物
だ
と
思
い
ま
す
。き
っ
と
、

お
地
蔵
様
は
優
し
く
大
き
な
慈
し
み
の
心
を

も
っ
て
、
い
つ
も
応
援
し
な
が
ら
私
達
を
見

守
っ
て
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

み
な
み
だ
に

ご

じ
っ  

き

べ
っ 

と
う  

じ

い
か

す
な

ご

ほ
う
じ
ょ
う

天
台
の
寺
め
ぐ
り

な
ん
　  
こ
く       

じ

せ       

そ
ん      

い
ん

し
ん    

じ
ょ
う   

い
ん

し
ょ
う
で
ん
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