
延命寺 本尊延命地蔵半跏像

江東寺 本堂比叡山横川・恵心院

東江寺 幼稚園園庭から望む本堂

当
寺
は
、観
応
年
間（
１
３
５
０

〜
５
２
）、近
江
国
三
井
寺
の
大
僧

都
源
慶
法
印
に
よ
り
下
総
国
葛
飾

郡
小
梅（
現
・
墨
田
区
向
島
）に
あ

っ
た
三
囲
稲
荷（
現
・
三
圍
神
社
）

の
傍
ら
に
草
創
さ
れ
た
。山
号
の

「
三
圍
山
」は
三
囲
稲
荷
が
由
来
と

な
っ
て
お
り
、草
創
の
後
、明
治
初

期
ま
で
三
囲
稲
荷
の
別
当
寺
を
つ

と
め
た
。後
に
浅
草
寺
の
末
寺
と

な
っ
た
当
寺
は
、元
禄
六（
１
６
９

３
）
年
に
境
内
が
御
用
地
と
な
っ

た
た
め
本
所
中
之
郷
（
現
・
墨
田

区
吾
妻
橋
）に
移
っ
た
。

以
来
、
度
重
な
る
火
災
・
水
害

を
乗
り
越
え
た
当
寺
も
、
大
正
十

二
年
関
東
大
震
災
に
よ
り
諸
堂
宇

を
焼
失
、
後
の
区
画
整
理
に
伴
っ

て
現
在
地
に
移
転
し
た
。昭
和
十

二
年
に
再
建
さ
れ
た
本
堂
は
戦
災

を
免
れ
た
も
の
の
損
傷
が
目
立
っ

た
た
め
、平
成
四
年
に
新
築
、寺
観

を
一
新
し
た
。本
尊
は
延
命
地
蔵

菩
薩
半
跏
像
で
あ
り
、
寺
号
の
由

来
と
も
な
っ
て
い
る
。

当
寺
は
天
正
十
一（
１
５
８
３
）

年
、
現
在
の
駒
形
橋
近
辺
に
開
か

れ
た
。本
尊
薬
師
如
来
像
は
恵
心

僧
都
源
信
御
作
と
さ
れ
、
平
安
時

代
の
武
将
多
田
満
仲（
源
満
仲
）の

念
持
仏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
多

田
薬
師
」と
通
称
さ
れ
る
。

満
仲
は
恵
心
僧
都
に
帰
依
。天

徳
二（
９
５
８
）年
、
摂
津
国
多
田

郷
に
石
峰
寺
を
建
立
し
、
恵
心
僧

都
御
作
の
薬
師
如
来
像
と
御
筆
の

法
華
経
を
安
置
。文
永
二（
１
２
６

５
）年
堂
宇
は
灰
燼
に
帰
す
も
、尊

像
と
法
華
経
は
山
中
に
埋
め
ら

れ
、
慶
長
元（
１
５
９
６
）年
に
出

土
さ
れ
た
後
に
当
寺
に
移
さ
れ

た
。以
降
、多
田
薬
師
と
し
て
信
仰

を
集
め
た
当
寺
は
、
関
東
大
震
災

で
本
堂
を
焼
失
す
る
も
、
尊
像
と

法
華
経
は
難
を
逃
れ
て
今
に
伝
わ

る
。近

年
は
、「
生
き
て
い
る
う
ち
に

お
寺
に
足
を
運
ぼ
う
」
を
合
言
葉

に
檀
徒
向
け
行
事
に
趣
向
を
凝
ら

し
、
ユ
ニ
ー
ク
な
園
舎
の
幼
稚
園

を
併
設
す
る
地
域
に
開
か
れ
た
お

寺
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

当
寺
は
、
錦
糸
町
を
浅
草
と
並

ぶ
繁
華
街
と
す
べ
く
、
浅
草
寺
に
倣

って
観
世
音
菩
薩
の
勧
請
を
発
願
し

た
（
株
）
江
東
楽
天
地
（
現
・
東
京

楽
天
地
）が
、
清
昌
稲
荷
大
神
の
御

神
託
を
受
け
得
度
し
た
楳
原
妙
昌

尼
を
迎
え
、
妙
昌
尼
が
修
行
し
た

群
馬
水
澤
観
音
の
別
院
と
し
て

昭
和
十
五
年
に
江
東
楽
天
地

（
現
・
江
東
橋
四
丁
目
）
に
建

立
さ
れ
た
。東
京
大
空
襲
で
被

災
す
る
も
翌
年
再
建
さ
れ
、
昭

和
二
十
四
年
の
区
画
整
理
で
現

在
地
に
移
る
。

清
昌
稲
荷
大
神
は
妙
昌
尼
の

体
を
介
し
て
数
々
の
御
神
託
を

下
さ
れ
、
中
に
は
東
京
大
空
襲

や
太
平
洋
戦
争
終
結
を
予
知

し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
の
逸
話

が
残
る
。戦
後
は
そ
の
御
利
益

を
聞
き
つ
け
、
著
名
な
芸
能
人

が
多
く
参
拝
し
た
。境
内
に
は

清
昌
稲
荷
大
神
の
他
、
安
政
大

地
震
で
埋
没
し
た
後
に
夢
告
に

よ
り
再
出
土
し
た
出
世
弁
才
天

な
ど
も
祀
ら
れ
、
日
々
多
く
の

参
詣
者
が
絶
え
な
い
。

今
年
の
6
月
10
日
は
「
念
仏
の
人
」
と
称
さ

れ
る
源
信
没
後
一
千
年
の
御
遠
忌
に
あ
た
り

ま
す
。源
信
は
比
叡
山
横
川
の
恵
心
院
に
住

ん
だ
こ
と
か
ら
「
恵
心
僧
都
」
と
も
呼
ば
れ
、

「
日
本
浄
土
教
の
祖
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

母
の
願
い

源
信
は
現
在
の
奈
良
県
で
信
心
深
い
母
の

も
と
に
生
ま
れ
ま
し
た
。幼
い
頃
か
ら
母
や

姉
に
伴
わ
れ
て
当
麻
寺
に
詣
で
、
極
楽
浄
土

の
世
界
を
絵
に
し
た
「
当
麻
曼
荼
羅
」
に
親
し

ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

若
く
し
て
出
家
し
た
源
信
は
慈
恵
大
師
良

源（
元
三
大
師
）に
師
事
し
ま
す
。良
源
は
大

火
に
よ
っ
て
荒
れ
果
て
た
比
叡
山
を
学
問
と

修
行
の
両
面
で
復
興
し
た
こ
と
か
ら
「
比
叡

山
中
興
の
祖
」と
呼
ば
れ
、
そ
の
弟
子
は
三
千

人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
か
ら
源

信
は
十
五
歳
で
浄
土
経
典
の
講
義
を
行
う
な

ど
、
新
進
気
鋭
の
学
問
僧
と
し
て
エ
リ
ー
ト

街
道
を
進
ん
だ
の
で
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
大
法
要
で
い
た
だ
い
た
褒

美
の
品
を
孝
行
の
つ
も
り
で
母
に
贈
っ
た
と

こ
ろ
、
母
は「
出
家
さ
せ
た
の
は
世
を
救
う
僧

侶
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
ら
だ
」

と
苦
言
を
呈
し
、
品
物
を
送
り

返
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
い
に
反
省
し
た
源
信
は
恵
心

院
に
移
り
住
み
、
念
仏
の
あ
る

べ
き
姿
を
ひ
た
す
ら
に
探
求
し

始
め
ま
す
。

極
楽
往
生
を
求
め
て

中
国
で
天
台
宗
を
開
か
れ
た

天
台
大
師
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
修

行
法
を
整
え
る
中
で
阿
弥
陀
仏

を
本
尊
と
す
る
念
仏
を
説
き
ま
し
た
。こ
れ

は
、
本
来
で
あ
れ
ば
自
身
の
修
行
の
た
め
の

念
仏
だ
っ
た
の
で
す
が
、
時
代
が
下
る
に
つ

れ
て
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
念
仏
に
形
を
変

え
て
い
き
ま
し
た
。こ
う
し
た
念
仏
を
も
と

と
し
た
中
国
の
念
仏
を
比
叡
山
に
伝
え
た
の

は
、
源
信
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
百
五
十
年

ほ
ど
前
の
慈
覚
大
師
円
仁
で
す
。そ
れ
以
来
、

日
本
で
は
浄
土
へ
の
往
生
が
広
く
民
衆
か
ら

貴
族
ま
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な

か
、
源
信
は
極
楽
往
生
の
指
南
書
で
あ
る『
往

生
要
集
』を
著
し
ま
す
。

『
往
生
要
集
』
で
は
ま
ず
地
獄
の
光
景
が
詳

し
く
説
か
れ
、
続
い
て
対
照
的
に
極
楽
を
描

き
ま
す
。こ
う
し
て
浄
土
に
行
き
た
い
と
思

わ
せ
た
上
で
、な
ぜ
極
楽
が
よ
い
の
か
、ど
の

よ
う
に
修
行
す
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
、
順
を

追
っ
て
念
仏
の
利
益
を
説
い
て
ゆ
く
の
で

す
。た
だ
し
、
源
信
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
唱

え
る
こ
と
だ
け
を
念
仏
と
考
え
て
は
い
ま
せ

ん
。初
心
者
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
の
姿
を
よ

く
よ
く
見
る
こ
と
を
修
行
の
中
心
と
捉
え
、

さ
ら
に
天
台
宗
で
重
視
す
る『
法
華
経
』の
教

え
に
包
ま
れ
た
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
出
発
点

と
し
た
の
で
す
。

こ
の
書
物
に
対
す
る
反
響
は
大
き
く
、
完

成
の
翌
年
に
は
源
信
の
周
り
に
い
た
僧
侶
が

「
二
十
五
三
昧
会
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
結
成

し
、
源
信
の
理
念
を
実
践
し
て
広
め
ま
す
。ま

た
栄
華
を
極
め
た
藤
原
道
長
の
臨
終
の
作
法

は
、『
往
生
要
集
』
の
記
述
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

指
導
者
と
し
て
の
源
信

一
般
に「
念
仏
の
人
」と
称
さ
れ
る
源
信
は

浄
土
教
の
著
作
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、
天
台

の
教
学
は
言
う
に
及
ば
ず
、
他
宗
の
教
学
に

も
精
通
し
た
超
一
流
の
学
僧
で
し
た
。天
台

宗
で
解
釈
が
分
か
れ
る
学
問
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
や
『
往
生
要
集
』
を
中
国
に
送
り
、

中
国
天
台
宗
の
意
見
を
聞
く
な
ど
も
し
て
い

ま
す
。
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第1部

第2部

去
る
12
月
14
日
、
第
二
百
五
十

六
世
天
台
座
主
半
田
孝
淳
猊
下

が
大
津
市
赤
十
字
病
院
に
て
ご

遷
化
さ
れ
た
。世
寿
九
十
九
歳
。

ご
法
名
は
「
叡
樂
心
院
天
台
座
主

探
題
大
僧
正
孝
淳
大
和
尚
」。

半
田
猊
下
は
、
大
正
6
年
9
月

21
日
に
長
野
県
上
田
市
別
所
で

お
生
ま
れ
に
な
り
、
北
向
観
音
で

知
ら
れ
る
名
刹
・
常
樂
寺
の
ご

住
職
を
務
め
ら
れ
た
。天
台
宗
宗

議
会
議
員
を
経
て
天
台
宗
参
務

（
教
学
部
長
）、
天
台
宗
宗
機
顧
問

会
会
長
を
ご
歴
任
。京
都
五
箇
室

門
跡
の
一
つ
曼
殊
院
門
跡
門
主

を
務
め
ら
れ
た
後
、
平
成
19
年
２

月
１
日
、
第
二
百
五
十
五
世
渡
邊

惠
進
天
台
座
主
猊
下
の
ご
譲
職

を
受
け
、
同
日
第
二
百
五
十
六
世

天
台
座
主
に
ご
上
任
な
さ
れ
た
。

宗
外
に
お
い
て
も
宗
教
サ
ミ

ッ
ト
等
で
要
職
を
ご
歴
任
さ
れ

た
半
田
猊
下
は
、
天
台
宗
き
っ
て

の
国
際
派
と
知
ら
れ
、
比
叡
山
で

の
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
開
催
の
た
め

に
ロ
ー
マ
教
皇
に
謁
見
す
る
な

ど
、
世
界
の
宗
教

指
導
者
と
幾
度

と
な
く
会
談
を

重
ね
、
そ
の
実
現

に
ご
尽
力
さ
れ

た
。ま
た
猊
下

は
、
世
界
の
宗
教

指
導
者
と
と
も

に
世
界
平
和
、
核

兵
器
廃
絶
を
訴

え
ら
れ
た
。

平
成
21
年
に

は
、
天
台
座
主
と
し
て
初
め
て
高

野
山
真
言
宗
金
剛
峯
寺
を
公
式

訪
問
し
、
弘
法
大
師
降
誕
会
法
要

に
ご
参
列
さ
れ
た
。

ま
た
東
日
本
大
震
災
の
折
に

は
、い
ち
早
く
被
災
地
に
赴
き
、

犠
牲
者
慰
霊
な
ら
び
に
復
興
祈

願
法
要
の
大
導
師
を
勤
め
ら
れ

た
。温

か
な
お
人
柄
の
猊
下
は
「
半

田
ス
マ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
笑
顔

で
多
く
の
人
々
に
接
し
て
こ
ら

れ
た
。平
和
を
愛
し
、
和
顔
愛
語

の
信
条
そ
の
ま
ま
に
生
き
ら
れ

た
お
姿
が
偲
ば
れ
る
。

合 

掌

昨
年
12
月
14
日
の
半
田
猊
下

の
ご
遷
化
を
受
け
、
同
日
第
二
百

五
十
七
世
天
台
座
主
に
森
川
宏

映
探
題
大
僧
正
が
ご
上
任
さ
れ

た
。来

る
５
月
11
日
に
延
暦
寺
根

本
中
堂
に
お
い
て
、
古
式
に
則
り

伝
燈
相
承
式
が
執
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

皆
さ
ん
は
〞１
８
９
〞と
い
う
電
話
番
号
を
ご
存

知
だ
ろ
う
か
。
語
呂
合
わ
せ
は
「
イ
チ
ハ
ヤ
ク
」
で
、

児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
時
は
「
い
ち
早
く
」
児
童

相
談
所
に
通
報
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
通
報
ダ
イ
ヤ
ル
が
出
来
て
し
ま
う
こ
と

が
悲
し
い
。
そ
の
背
景
に
は
虐
待
の
相
談
件
数
の
飛

躍
的
な
増
加
が
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
統
計
に
よ

れ
ば
、
平
成
９
年
に
は
約
五
千
件
で
あ
っ
た
相
談
件

数
が
、
平
成
22
年
に
は
約
五
万
件
と
な
っ
て
い
る
。

何
と
10
年
余
り
で
10
倍
近
く
増
加
し
た
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
れ
か
ら
５
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
は
、

も
っ
と
増
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
年
末
の
一

斉
托
鉢
に
寄
せ
ら
れ
た
善
意
の
募
金
を
毎
年
寄
託

し
て
い
る
児
童
養
護
施
設
の
職
員
の
方
に
う
か
が
う

と
、
現
在
の
入
所
児
童
の
大
半
は
実
の
親
に
よ
る

虐
待
を
受
け
て
お
り
、
親
が
蒸
発
し
た
と
か
、
刑

務
所
に
入
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
今
は

も
う
ほ
と
ん
ど
な
い
そ
う
で
あ
る
。

本
号
で
紹
介
し
た
恵
心
僧
都
源
信
の
『
往
生
要

集
』
に
も
、
極
楽
浄
土
の
楽
に
つい
て
「
慈
悲
、
心

に
薫
じ
て
、
互
い
に
一
子
の
ご
と
し
」（
お
互
い
の
こ

と
を
ま
る
で
一
人
子
の
よ
う
に
慈
し
み
あ
う
）
と

あ
る
よ
う
に
、
親
か
ら
子
へ
と
そ
そ
が
れ
る
無
償
の

愛
は
仏
教
の
慈
悲
と
同
様
の
も
の
と
見
ら
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
親
も
子
に
手
を
挙
げ
て
し
ま
う
こ

と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
如
何
な
る
事
情
が
あ

る
に
せ
よ
、
継
続
的
に
親
か
ら
子
へ
虐
待
が
続
け
ら

れ
る
と
い
う
の
は
信
じ
た
く
な
い
話
で
あ
る
。
し
か

も
、
児
童
虐
待
の
場
合
、
加
害
者
で
あ
る
実
の
親

を
厳
罰
に
処
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
被
害
者

で
あ
る
子
供
が
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
問

題
を
難
し
く
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
虐
待
が
深
刻
度

を
増
す
前
に
「
イ
チ
ハ
ヤ
ク
」
解
決
の
糸
口
を
見
い

だ
す
こ
と
が
大
切
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
つ
の
世
で
も
、
ヨ
ソ
さ
ま
の
こ
と
に
口
を
は
さ

む
よ
う
な
こ
と
は
憚
ら
れ
る
も
の
だ
。
だ
が
、
ヨ
ソ

さ
ま
の
子
供
で
も
、
子
供
は
子
供
で
あ
る
。
釈
尊

の
よ
う
に「
衆
生
は
こ
と
ご
と
く
こ
れ
吾
が
子
な
り
」

（『
法
華
経
』
譬
喩
品
）と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、

周
囲
の
大
人
の
目
で
子
供
た
ち
を
見
守
っ
て
い
き
た

い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
慈
悲
の
実
践
と
し
て
、

虐
待
通
報
の
「
イ
チ
ハ
ヤ
ク
」
も
考
え
た
い
。

平成27年12月12日（土）、浅草寺境内において
恒例の全国一斉托鉢を行いました。
皆様より頂戴しました浄財は下記の通り、ご寄附
をさせて頂きました。
〔寄附先〕地球救援事務局 150,000円
 あしなが育英会 150,000円
 港区社会福祉協議会 61,403円
ご協力ありがとうございました。

托 鉢 報 告
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一隅を照らす運動
東京大会

平成28年6月23日（木）午後1時　開会
浅草公会堂

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

 比叡山円龍院住職　比叡山居士林所長
宮本祖豊（みやもと そほう）師

法　要

講　演

プロフィール：
昭和35年 北海道室蘭市で生まれる。昭和59年 比叡山にて出家得度した
後、昭和63年に叡山学院・仏教大学卒業を経て、平成元年から比叡山十
二年籠山行に入行。その後、平成６年に延暦寺一山円龍院住職拝命。好
相行を満行後、平成９年に宗祖伝教大師最澄の御廟所、浄土院で戦後六
人目の侍真僧（じしんそう）となる。平成13年 十二年籠山行満行。引き続
き籠山を行い、平成21年 二十年に亘る籠山を終了して下山。平成21年 
延暦寺大黒堂執事を経て、現在は比叡山居士林（在家の修行道場）の所
長として、主に企業の新入社員の研修指導を行う。　
主な著書　『覚悟の力』致知出版

「比叡山の修行と
　　伝教大師の御心」

ざ 

す 

げ  

い 

か

せ 

ん 

げ

講師

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

〜 

イ
チ
ハ
ヤ
ク 

〜

今
年
の
六
月
十
日
は
、「
念
仏
の
人
」
と
称

さ
れ
る
源
信
没
後
一
千
年
の
御
遠
忌
に
あ
た

り
ま
す
。源
信
は
比
叡
山
横
川
の
恵
心
院
に

住
ん
だ
こ
と
か
ら
「
恵
心
僧
都
」
と
も
呼
ば

れ
、「
日
本
浄
土
教
の
祖
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。母

の
願
い

源
信
は
現
在
の
奈
良
県
で
信
心
深
い
母
の

も
と
に
生
ま
れ
ま
し
た
。幼
い
頃
か
ら
母
や

姉
に
伴
わ
れ
て
当
麻
寺
に
詣
で
、
極
楽
浄
土

の
世
界
を
絵
に
し
た
「
当
麻
曼
荼
羅
」
に
親
し

ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

若
く
し
て
出
家
し
た
源
信
は
元
三
大
師
良

源
に
師
事
し
ま
す
。良
源
は
大
火
に
よ
っ
て

荒
れ
果
て
た
比
叡
山
を
学
問
と
修
行
の
両
面

で
復
興
し
た
こ
と
か
ら
「
比
叡
山
中
興
の
祖
」

と
呼
ば
れ
、
そ
の
弟
子
は
三
千
人
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
か
ら
源
信
は
十
五
歳

で
浄
土
経
典
の
講
義
を
行
う
な
ど
、
新
進
気

鋭
の
学
問
僧
と
し
て
エ
リ
ー
ト
街
道
を
進
ん

だ
の
で
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
大
法
要
で
い
た
だ
い
た
褒

美
の
品
を
孝
行
の
つ
も
り
で
母
に
贈
っ
た
と

こ
ろ
、
母
が
源
信
を
出
家
さ
せ
た
理
由
は
世

を
救
う
僧
侶
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
ら
だ
と
苦

言
を
呈
し
、
品
物
を
送
り
返
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。大
い

に
反
省
し
た
源
信
は
恵
心
院
に

移
り
住
み
、
念
仏
の
あ
る
べ
き

姿
を
ひ
た
す
ら
に
探
求
し
始
め

ま
す
。

極
楽
往
生
を
求
め
て

中
国
で
天
台
宗
を
開
か
れ
た

天
台
大
師
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
修

行
法
を
整
え
る
中
で
阿
弥
陀
仏

を
本
尊
と
す
る
念
仏
を
説
き
ま

し
た
。こ
れ
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
自
身
の
修
行

の
た
め
の
念
仏
だ
っ
た
の
で
す
が
、
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
念
仏

に
形
を
変
え
て
き
ま
し
た
。こ
う
し
た
念
仏

を
も
と
と
し
た
中
国
の
念
仏
を
比
叡
山
に
伝

え
た
の
は
、
源
信
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
百

五
十
年
ほ
ど
前
の
慈
覚
大
師
円
仁
（
本
誌
平

成
二
十
四
年
秋
彼
岸
号
に
掲
載
）
で
す
。そ
れ

以
来
、
日
本
で
は
浄
土
へ
の
往
生
が
広
く
民

衆
か
ら
貴
族
ま
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
な
か
、
源
信
は
極
楽
往
生
の
指
南
書
で
あ

る『
往
生
要
集
』を
著
し
ま
す
。

『
往
生
要
集
』
で
は
ま
ず
地
獄
の
光
景
が
詳

し
く
説
か
れ
、
続
い
て
対
照
的
に
極
楽
を
描

き
ま
す
。こ
う
し
て
浄
土
に
行
き

た
い
と
思
わ
せ
た
上
で
、
な
ぜ
極

楽
が
よ
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
修

行
す
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
、
順
を

追
っ
て
念
仏
の
利
益
を
説
い
て

ゆ
く
の
で
す
。た
だ
し
、
源
信
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ

と
だ
け
を
念
仏
と
考
え
て
は
い

ま
せ
ん
。初
心
者
の
た
め
に
、
阿

弥
陀
仏
の
姿
を
よ
く
よ
く
見
る

こ
と
を
修
行
の
中
心
と
捉
え
、
さ

ら
に
天
台
宗
で
重
視
す
る
『
法
華

経
』
の
教
え
に
包
ま
れ
た
念
仏
で

あ
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
た
の

で
す
。

こ
の
書
物
に
対
す
る
反
響
は

大
き
く
、
完
成
の
翌
年
に
は
源
信

の
周
り
に
い
た
僧
侶
が
「
二
十
五

三
昧
会
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
結

成
し
、
源
信
の
理
念
を
実
践
し
て

広
め
ま
す
。ま
た
栄
華
を
極
め
た

藤
原
道
長
の
臨
終
の
作
法
は
、

『
往
生
要
集
』
の
記
述
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。指

導
者
と
し
て
の

源
信

一
般
に
「
念
仏
の
人
」
と
称
さ

れ
る
源
信
は
浄
土
教
の
著
作
が

注
目
さ
れ
ま
す
が
、
天
台
の
教
学

は
言
う
に
及
ば
ず
、
他
宗
の
教
学

に
も
精
通
し
た
超
一
流
の
学
僧

で
し
た
。天
台
宗
で
解
釈
が
分
か

れ
る
学
問
の
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
や
『
往
生
要
集
』
を
中
国
に

送
り
、
中
国
天
台
宗
の
意
見
を
聞

く
な
ど
も
し
て
い
ま
す
。

念
仏
の
奥
底
に
『
法
華
経
』
の

こ
こ
ろ
を
置
い
た
よ
う
に
、
源
信

は
伝
統
的
な
天
台
宗
の
教
え
を

守
り
な
が
ら
自
身
の
考
え
を
深

め
ま
し
た
。つ
ま
り
源
信
は
当
時

の
天
台
宗
そ
の
も
の
を
リ
ー
ド

し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
す
。

恵心僧都墓所「恵心廟」

半
田
座
主
猊
下
ご
遷
化
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