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は
じ
め
に
　『
往
生
要
集
』
を
読
む

　　　  

『
往
生
要
集
』
は
平
安
時
代
中
期
に
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
僧
＝
源げ

ん

信し
ん

（
恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

／
九
四
二
〜
一
〇
一
七
年
）
が
あ
ら
わ

し
た
。
跋ば

つ

文ぶ
ん

（
あ
と
が
き
）
に
「
永え

い

観か
ん

二
年
冬
十
一
月
に
書
き
は
じ
め
、
翌
年
の
夏
四
月
に
終
え
た
」
と
あ
る
の

で
、
大
部
の
著
述
な
の
に
、
西
暦
一
〇
三
三
年
の
冬
か
ら
半
年
ほ
ど
で
書
き
終
え
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
書
物
は
地
獄
の
あ
り
さ
ま
が
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
だ
が
、
そ
れ
は
輪り

ん

廻ね

の
六ろ

く

道ど
う

の
ひ
と

つ
で
、
じ
つ
は
人に

ん

道ど
う

（
人
間
界
）
の
描
写
の
ほ
う
が
お
ぞ
ま
し
い
。
肉
体
は
汚
物
の
か
た
ま
り
だ
し
、
死
ね
ば
遺

体
が
腐
っ
て
蛆う

じ

虫む
し

が
た
か
り
、
野
ざ
ら
し
の
白
骨
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
六
道
の
穢え

土ど

（
穢け

が

れ
た
世
界
）
を

厭い
と

い
離
れ
て
、
浄
土
を
欣ね

が

い
求
め
よ
。
す
な
わ
ち
厭お

ん

離り

穢え

土ど

・
欣ご

ん

求ぐ

浄じ
ょ
う

土ど

が
『
往
生
要
集
』
の
趣
旨
で
あ
る
。

書
名
の
示
す
と
お
り
、
そ
の
た
め
の
要
文
を
経
典
や
論
書
か
ら
集
め
た
の
だ
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、「
正

し
ょ
う

法ぼ
う

念ね
ん

処し
ょ

経き
ょ
うに
い
わ
く
」「
法ほ

華け

経き
ょ
うに
い
わ
く
」「
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
うに
い
わ
く
」
と
い
っ
た
引
用
が
延
々

と
つ
づ
い
て
、
き
わ
め
て
読
み
に
く
い
。
こ
れ
は
教

き
ょ
う

相そ
う

判は
ん

釈じ
ゃ
く（

教
判
）
と
い
わ
れ
る
方
法
に
よ
る
論
証
の
た
め
で

あ
る
。

　

経
典
は
釈
迦
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
い
う
前
提
に
立
つ
が
、
経
典
の
数
は
多
く
、
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
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そ
こ
で
経
典
の
内
容
を
比
較
検
討
し
て
自
身
の
思
い
に
合
う
部
分
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
自
身
の
信
仰
の
真

実
の
証
明
と
す
る
。
そ
れ
が
昔
の
仏
書
に
共
通
の
方
法
だ
っ
た
（「
第
六
章　

極
楽
は
あ
る
の
か
」
参
照
）。『
往

生
要
集
』
で
も
「
○
○
経
に
い
わ
く
」
の
連
続
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
で
は
、「
○
○
経
に
書
い
て
あ
る
」
と
い

う
だ
け
で
は
論
証
に
な
ら
な
い
の
で
、
延
々
と
つ
づ
く
引
用
に
嫌
気
が
さ
し
て
し
ま
う
。

　

本
書
は
、
そ
の
読
み
に
く
さ
の
た
め
に
読
み
通
す
の
は
難
し
い
『
往
生
要
集
』
の
要
点
を
抽
出
し
て
現
代
語
に

訳
し
、
全
体
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
し
た
。

  『
往
生
要
集
』
は
日
本
人
の
死
生
観
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
、
日

本
の
仏
教
や
風
習
に
ど
ん
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
か
を
解
説
し
た
。

　

掲
載
し
た
木
版
の
絵
は
江
戸
時
代
の
『
和
字
絵
入
往
生
要
集
』（
天
保
再
板
本
）
の
挿
絵
で
あ
る
。
現
在
も
古

書
店
で
入
手
が
容
易
な
ほ
ど
多
く
発
行
さ
れ
て
お
り
、民
衆
に
広
ま
っ
た
『
往
生
要
集
』
の
世
界
を
表
し
て
い
る
。
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地獄の閻魔大王　閻魔大王が引き連れられてきた亡者（死んだ人）の
罪を調べて閻魔帳に書きつけている。この図は江戸時代に木版で刊行
された『和字絵入往生要集』の挿絵。以下、図は同書の挿絵である。
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亡者の罪を測る　この図は閻魔大王の前におかれた罪の測り器。右上
は生前の罪を映しだす浄

じょう
玻
は
璃
り
の鏡。その左は業

ごう
の秤
はかり
。下部に鬼が引く

火
か
車
しゃ
に乗せられて閻魔の前に連れてこられた亡者が描かれている。
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］
縁
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第
二
章
　
さ
ま
よ
う
亡
者
︱
︱
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
②
餓
鬼
界

　　　
　
飢
え
た
餓
鬼

　　

餓が

鬼き

は
餓
え
に
さ
い
な
ま
れ
る
亡も

う

者じ
ゃ

（
死
後
に
さ
ま
よ
う
者
）
で
あ
る
。

　

餓
鬼
の
数
は
非
常
に
多
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
姿
が
あ
る
。
源
信
は
、
そ
の
い
く
つ
か
を
説
明
す
る
と
い
う
前
提

で
、
ま
ず
鑊か

く

身し
ん

と
よ
ば
れ
る
餓
鬼
を
あ
げ
る
。
そ
の
鬼
の
手
足
は
鑊か

く

（
釜
）
の
脚
の
よ
う
で
、
熱
火
が
身
を
焼
く
。

生
前
に
財
物
に
執
着
し
て
殺
生
を
し
た
者
が
お
ち
る
世
界
だ
。

　

ま
た
、
食じ

き

吐と

と
い
う
餓
鬼
が
い
る
。
人
が
嘔お

う

吐と

し
た
も
の
を
食
べ
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
食
物
は
見
つ
か
ら
な

い
。
食じ

き

気け

と
い
う
餓
鬼
は
、
人
々
が
供く

養よ
う

の
た
め
に
焚た

く
線
香
の
に
お
い
だ
け
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
生
前
に
自
分
だ
け
美
食
を
食
べ
て
い
た
者
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
餓
鬼
が
い
る
。
一
日
に
五
人
ず
つ
子
を
生
み
、
そ
の
子
ら
を
食
べ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、

ま
だ
飢
え
て
い
る
と
い
う
哀
れ
な
餓
鬼
も
い
る
し
、
自
分
の
頭
を
破
っ
て
脳
を
取
っ
て
食
べ
る
ほ
か
に
食
物
が
な

い
と
い
う
す
さ
ま
じ
い
餓
鬼
も
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
姿
だ
ろ
う
。
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外
部
の
障
害
の
た
め
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
鬼
が
い
ま
す
。
い
つ
も
激
し
く
飢き

渇か
つ

し
て
身
体
は
痩や

せ

細
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
清
流
を
遠
く
に
見
て
走
っ
て
い
っ
て
も
、大
力
の
鬼
が
い
て
杖
で
打
ち
、

水
は
火
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
た
ち
ま
ち
涸か

れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
内
部
の
障
害
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
鬼
が
い
ま
す
。
口
が
針
の
孔あ
な

の
よ
う
に
小
さ
く
、
腹
は

大
き
な
山
の
よ
う
で
、
た
と
え
飲
食
物
を
見
つ
け
て
も
、
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
内
外
の
障
害
は
な
い
の
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
鬼
が
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
わ
ず

か
の
食
物
を
得
て
食
べ
る
と
、
食
物
は
炎
と
な
り
、
身
を
焼
い
て
尻
か
ら
出
て
く
る
と
い
い
ま
す
。

　　

慳け
ん

貪ど
ん

と
嫉し

っ

妬と

の
者
、
す
な
わ
ち
生
前
に
物
を
惜
し
ん
で
欲
張
り
だ
っ
た
り
、
む
や
み
に
他
人
を
嫉
妬
し
た
者
が

餓
鬼
道
に
お
ち
る
。
こ
の
餓
鬼
の
哀
れ
さ
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
一
「
総
決
」
に
、
竜

り
ゅ
う

樹じ
ゅ

（
古
代
イ
ン
ド
の
仏

教
哲
学
者
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
の
偈げ

と
し
て
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　　

清
冷
秋
月
患
焔
熱　

清
し
ょ
う

冷り
ょ
うの
秋
し
ゅ
う

月げ
つ

に
も
焔え
ん

熱ね
つ

を
患う
れ

え

　

温
和
春
日
転
寒
苦　

温お
ん

和わ

の
春
し
ゅ
ん

日じ
つ

に
も
転う
た

た
寒こ
ご

え
苦く
る

し
む

　

若
趣
園
林
衆
果
尽　

若も

し
園お
ん

林り
ん

に
趣お
も
むけ

ど
衆し
ゅ

果か

尽つ

き
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設
至
清
流
変
枯
竭　

設た
と

い
清せ
い

流り
ゅ
うに

至い
た

る
も
変へ
ん

じ
て
枯こ

竭か
つ

す

　

罪
業
縁
故
寿
長
遠　

罪ざ
い

業ご
う

の
縁え
ん

の
故ゆ
え

に
寿
い
の
ち

長じ
ょ
う

遠お
ん

に
し
て

　

逕
有
一
万
五
千
歳　

逕ふ

る
こ
と
一
万
五
千
歳ざ
い

有あ

り

　

受
衆
楚
毒
無
空
欠　

衆
も
ろ
も
ろの

楚そ

毒ど
く

を
受う

け
て
空む
な

し
く
欠か

く
る
こ
と
無な

き
は

　

皆
是
餓
鬼
之
果
報　

皆み
な

是こ

れ
餓が

鬼き

の
果か

報ほ
う

な
り

　
〔
意
訳
〕

　

餓
鬼
道
に
望
み
は
絶
え
て
秋
の
月
さ
え
熱
く
、
春
の
陽
さ
え
凍
え
て
い
る
。
飢
え
て
果
樹
の
林
に
行
け
ば
実

が
落
ち
て
し
ま
い
、
渇
い
て
清
流
に
た
ど
り
つ
い
て
も
水
は
か
れ
て
し
ま
う
。
も
は
や
死
に
た
く
て
も
死
ね
ず
、

一
万
五
千
年
も
休
み
な
く
苦
を
受
け
る
の
は
、み
な
貪と

ん

欲よ
く

の
罪
に
よ
っ
て
餓
鬼
の
世
界
に
生
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
。
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餓鬼道の図（１）　中段に飯を備えた施餓鬼棚と読経して供養する僧の
姿がある。そのまわりに飢渇に苦しむ餓鬼どもがいる。なかには供養
の香の煙だけを食べる餓鬼もいる。
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餓鬼道の図（２）　腹が異様にふくれあがった餓鬼の前には飯があるが、
供物の飯も食べようとすると炎になって燃え上がる。
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三
界
万
霊
供
養

　　

と
こ
ろ
で
、
源
信
は
「
餓
鬼
」
の
項
の
冒
頭
で
、「
餓
鬼
ど
も
の
住

じ
ゅ
う

処し
ょ

に
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
地
の
下

五
百
由ゆ

旬じ
ゅ
ん、
そ
こ
は
閻え

ん

魔ま

王
の
領
域
で
す
。
も
う
一
つ
は
人
間
界
と
天
界
の
間
に
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

地
下
五
百
由
旬
は
地
上
と
地
獄
（
地
下
一
千
由
旬
）
の
中
間
で
、
そ
の
あ
た
り
に
餓
鬼
が
い
る
と
い
う
の
は
今

も
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
地
上
と
天
界
の
中
間
に
も
餓
鬼
の
住
処
が
あ
る
と
い
う

の
は
、
遠
い
イ
ン
ド
の
死
生
観
に
つ
な
が
る
も
の
だ
。

　

イ
ン
ド
で
は
来
世
に
は
天
界
に
昇
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
天
に
転て

ん

生し
ょ
うで

き
な
い
。
死

後
四
十
九
日
は
中

ち
ゅ
う

有う

（
中

ち
ゅ
う

陰い
ん

）
と
い
う
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
あ
り
、
遺
族
が
七
日
（
一
週
）
ご
と
に
死
者
の
祭

り
を
す
れ
ば
、
死
霊
は
天
に
昇
っ
て
い
く
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
天
界
に
昇
る
途
中
の
霊
を
プ
レ
ー
タ
と
い
い
、「
餓

鬼
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
人
間
界
と
天
界
の
間
に
餓
鬼
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

プ
レ
ー
タ
は
ま
た
、
死
後
一
年
間
の
霊
を
も
意
味
し
、
供く

養よ
う

さ
れ
ず
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
幽ゆ

う

鬼き

を
も
い
う
。
日

本
で
い
え
ば
成

じ
ょ
う

仏ぶ
つ

し
て
い
な
い
霊
で
あ
り
、
そ
の
中
間
性
を
餓
鬼
道
の
位
置
が
象
徴
し
て
い
る
。

　

こ
の
餓
鬼
道
に
つ
い
て
は
仏ぶ

っ

説せ
つ

盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

経き
ょ
うに
説
か
れ
て
い
る
目も

く

連れ
ん

尊そ
ん

者じ
ゃ

の
母
の
こ
と
が
有
名
だ
。

　

目
連
は
釈
迦
の
直
弟
子
で
、
神
通
第
一
と
称
せ
ら
れ
る
。
死
ん
だ
母
の
姿
を
求
め
て
冥
界
を
の
ぞ
き
み
た
と
こ

ろ
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
母
は
餓
鬼
道
で
逆
さ
づ
り
の
苦
を
う
け
て
い
た
。
目
連
は
母
を
救
う
法
を
釈
迦
に
問
い
、
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七
月
十
五
日
に
供
養
の
法ほ

う

会え

を
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

つ
ま
り
お
盆
の
始
ま
り

と
い
わ
れ
る
こ
と
で
、
盂
蘭
盆
と
い
う
言
葉
は
ウ
ラ
ン
バ
ナ
（
逆
さ
づ
り
）
の
音
訳
で
あ
る
。

　

ま
た
、
施せ

餓が

鬼き

供く

養よ
う

の
由
来
を
説
く
経
典
に
、
救ぐ

抜ば
つ

焔え
ん

口く

餓が

鬼き

陀だ

羅ら

尼に
き

経よ
う

が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

釈
迦
の
弟
子
の
阿あ

難な
ん

が
坐ざ

禅ぜ
ん

し
て
い
る
と
、
焔え

ん

口く

と
い
う
餓
鬼
が
現
れ
た
。
醜
く
痩や

せ
て
喉の

ど

は
細
く
口
か
ら
火

を
吐
い
て
い
る
。

　

そ
の
餓
鬼
が
阿
難
に
「
お
前
は
三
日
後
に
死
ん
で
餓
鬼
に
な
る
。
し
か
し
明
日
、
餓
鬼
た
ち
が
大
勢
集
ま
る
の

で
食
べ
物
を
供
え
よ
。
そ
う
す
れ
ば
寿
命
は
延
び
る
。
自
分
の
餓
鬼
の
苦
悩
も
除
い
て
天
界
に
生
ま
れ
さ
せ
て
く

れ
」
と
言
っ
た
。

　

阿
難
が
釈
迦
如
来
に
教
え
を
求
め
る
と
、「
観
音
菩
薩
の
秘ひ

呪じ
ゅ

（
陀だ

羅ら

尼に

）
を
唱
え
て
加か

持じ

す
れ
ば
一
つ
の
器

の
食
べ
物
で
も
無
量
の
食
物
と
な
り
、一
切
の
餓
鬼
の
空
腹
を
満
た
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

阿
難
の
命
は
助
か
り
、
餓
鬼
ど
も
も
救
わ
れ
た
と
い
う
。

　

先
の
盂
蘭
盆
経
で
も
来
世
の
苦
悩
と
し
て
地
獄
で
は
な
く
餓
鬼
を
あ
げ
る
の
は
、よ
く
飢き

饉き
ん

に
見
舞
わ
れ
た
昔
、

痩
せ
細
っ
て
腹
だ
け
異
様
に
ふ
く
れ
た
飢
餓
の
人
の
姿
が
現
実
に
見
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
飢
え
に
苦
し
み
な
が
ら
で
な
く
て
も
、
こ
の
世
に
思
い
を
残
し
て
死
ん
だ
人
は
多
い
。
戦
争
で
死

ん
だ
人
や
地
震
・
津
波
な
ど
の
災
害
で
死
ん
だ
人
、
人
の
食
料
に
な
っ
た
家
畜
や
魚
の
霊
な
ど
、
日
常
の
世
界
の

ま
わ
り
に
は
目
に
見
え
な
い
も
の
が
満
ち
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
諸し

よ

霊り
よ
うの
安
ら
ぎ
を
祈
っ
て
「
三さ

ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

供く

養よ
う

」
の
札
を
立
て
、
精

し
よ
う

霊り
よ

棚う
だ
なに
食
物
を
供
え
る
の
が
施
餓
鬼
供
養
で
、
そ
の
法
要
を
施せ

餓が

鬼き

会え

と
い
う
。
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現
在
、
施
餓
鬼
会
は
お
盆
の
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
冥
界
の
飢
え
た
者
に
食
物
を
施
し
て
慰
め

る
法
会
と
い
う
意
味
で
施せ

食じ
き

会え

と
も
い
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
、「
三さ

ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

」
の
牌は

い

を
立
て
て
読ど

経き
ょ
うす

る

な
ど
、
実
際
に
は
餓
鬼
道
の
幽
鬼
に
か
ぎ
ら
ず
、
有う

縁え
ん

無む

縁え
ん

の
万
霊
（
あ
ら
ゆ
る
霊
）、
な
か
で
も
各
家
で
供
養

さ
れ
な
い
無む

縁え
ん

仏ぼ
と
けが
成
仏
で
き
る
よ
う
に
供
養
す
る
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
い
仏
事
で
あ
る
。

三界萬霊供養塔　餓鬼だけでなく、有縁無縁の
万霊（あらゆる霊）の静まりを祈る。（東京都
台東区谷中・長安寺）
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川施餓鬼灯籠流し　川は異界への通路であり、供
く
物
もつ
や灯

とう
明
みょう
を乗せた舟

を流すなど、各地に川施餓鬼の風習が伝わっており、現在は花火大会
になっているところもある。写真は岐阜県高山市。（PIXTA）
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第
十
章
　
臨
終
行
儀
と
二
十
五
三
昧
会
︱
︱
大
文
第
六
「
別
時
念
仏
」
②

　　　
　
死
に
臨
む
心
得

　  

『
往
生
要
集
』
の
第
六
「
別べ

つ

時じ

念ね
ん

仏ぶ
つ

」
の
う
ち
臨
終
の
別
事
、
す
な
わ
ち
臨り

ん

終じ
ゅ
う

行ぎ
ょ
う

儀ぎ

は
近
年
、
終
末
期
の
臨

床
宗
教
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
項
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

　　

祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
西
北
の
隅
、
日
が
沈
む
ほ
う
に
無む

常じ
ょ
う

院い
ん

が
あ
り
、
病
人
が
で
る
と
、
そ
の
中
に
寝
か
せ
ま

し
た
。
人
は
煩ぼ
ん

悩の
う

に
染
ま
っ
て
い
て
、
ふ
だ
ん
の
住
ま
い
に
い
る
と
、
衣
類
や
日
用
品
を
見
て
心
に
愛
着
を

お
こ
し
、
む
な
し
い
日
常
の
こ
と
を
離
れ
た
い
と
は
願
わ
な
い
の
で
、
別
の
建
物
に
行
か
せ
る
の
で
す
。

　

そ
の
堂
を
無
常
院
と
い
い
ま
す
。（
中
略
）
そ
の
堂
の
中
に
立
像
の
仏
を
置
き
ま
す
。
顔
は
西
方
に
向
け
、

右
手
は
挙
げ
、
下
げ
た
左
手
［
１
］
に
は
長
く
垂
れ
た
一
本
の
五ご

綵さ
い

の
幡は
た

［
２
］
を
つ
な
ぎ
ま
す
。

　

病
人
が
安
心
で
き
る
よ
う
に
仏
像
の
後
ろ
に
寝
か
せ
、
左
手
に
幡
の
端
を
に
ぎ
ら
せ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
に
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引
か
れ
て
浄
土
に
往
く
意こ
こ
ろを
お
こ
さ
せ
る
の
で
す
。
看
病
の
人
は
香
を
焚
き
、
花
を
散
ら
し
て
病
人
が
厳お
ご
そか

で
あ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
病
人
が
便
を
も
ら
し
た
り
、
唾つ
ば

を
は
い
た
り
し
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
取
り
除
く

の
で
す
。

　

ま
た
別
の
書
物
に
は
「
仏
像
を
東
に
向
け
、
病
人
を
前
に
寝
か
せ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
私
見
を
述
べ
れ
ば
、

無
常
院
が
な
い
と
き
は
、
た
だ
病
人
を
西
向
き
に
寝
か
せ
て
、
香
を
焚
き
、
花
を
散
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
力

づ
け
る
。
あ
る
い
は
、
美
し
い
仏
像
を
見
さ
せ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　［
１
］
右
手
は
挙
げ
、
下
げ
た
左
手
＝
い
わ
ゆ
る
来ら

い

迎ご
う

印い
ん

を
と
る
阿
弥
陀
仏
で
、
来
迎
図
や
浄
土
真
宗
の
仏
壇
の
本
尊
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

［
２
］
五
綵
の
幡
＝
五
色
の
幡
（
細
い
縦
長
の
旗
）。

　　

祇
園
精
舎
は
釈
尊
時
代
の
僧
院
の
一
つ
で
、
北
イ
ン
ド
に
そ
の
遺
跡
が
あ
る
。
日
本
で
は
『
平
家
物
語
』
の
冒

頭
の
言
葉
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　　

祇ぎ
お

園ん
し

精よ
う

舎じ
や

の
鐘
の
声　

諸し
よ

行ぎ
よ

無う
む

常じ
よ
うの
響ひ

び
きあ
り

　

沙し
や

羅ら

双そ
う

樹じ
ゆ

の
花
の
色　

盛
じ
よ
う

者し
や

必ひ
つ

衰す
い

の
理

こ
と
わ
りを
あ
ら
わ
す

　　

沙
羅
双
樹
と
は
二
本
の
サ
ー
ラ
樹
の
こ
と
。
サ
ー
ラ
は
イ
ン
ド
に
は
普
通
に
見
ら
れ
る
高
木
で
、
釈
迦
は
八
十
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歳
で
入
滅
す
る
と
き
、
サ
ー
ラ
樹
が
二
本
ず
つ
四

隅
に
立
つ
中
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
床
に
、
頭
を
北

に
横
た
わ
り
、
顔
を
西
に
向
け
て
世
を
去
っ
た
。

そ
の
お
り
、
沙
羅
双
樹
は
時
な
ら
ぬ
花
を
咲
か
せ

た
と
い
う
。
ま
た
、
沙
羅
双
樹
は
枯
れ
て
白
い
鶴

の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

臨
終
の
場
を
「
鶴か

く

林り
ん

」
と
も
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
の
は
祇
園
精
舎

で
は
な
く
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
町
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

横
た
わ
っ
た
釈
迦
の
涅
槃
像
を
ま
つ
る
涅
槃
堂

が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
平
家
物
語
』
が

「
祇ぎ

お

園ん
し

精よ
う

舎じ
や

の
鐘
の
声　

諸し
よ

行ぎ
よ

無う
む

常じ
よ
うの
響ひ

び
き
あ
り
」

と
語
る
の
は
『
往
生
要
集
』
に
あ
る
よ
う
に
、
祇

園
精
舎
に
臨
終
の
人
を
寝
か
せ
る
無
常
院
が
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
『
平
家
物
語
』
は
鎌
倉
時
代
に
う
ま

れ
た
平
家
の
盛
衰
を
語
る
戦
記
物
語
で
あ
る
が
、

祇園精舎跡　この僧院に臨終の人を寝かせて浄土に送る無常院という
建物があったと『往生要集』にいう。（PIXTA）
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む
す
び
の
「
灌

か
ん
じ

頂よ
う

巻の
ま
き」

は
「
韋い

提だ
い

希け

夫ぶ

人に
ん

の
如
く
に
、
み
な
往
生
の
素そ

懐が
い

を
と
げ
け
る
と
ぞ
き
こ
え
し
」
と
い
う

言
葉
で
終
わ
る
。
韋
提
希
夫
人
は
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
の
王
妃
で
、
釈
迦
如
来
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
の
観
法
を

説
く
観
無
量
寿
経
の
教
え
を
授
け
ら
れ
て
極
楽
に
往
生
し
た
と
い
う
。
亡
ん
だ
平
家
の
一
門
も
皆
、
韋
提
希
夫
人

の
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
願
っ
て
い
た
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
臨
終
の
作
法

　  『
往
生
要
集
』に
は
、つ
づ
い
て
善ぜ

ん

導ど
う（
中
国
浄
土
教
の
祖
師
）の
教
え
だ
と
い
う
臨
終
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　　

念
仏
の
行
者
が
病
み
、
あ
る
い
は
老
い
て
命
を
終
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ま
で
説
い
た
念ね
ん

仏ぶ
つ

三ざ
ん

昧ま
い

の
法
に
よ
っ
て
身
心
を
整
え
て
顔
を
西
に
向
け
、
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
観
じ
て
心
に
も
口
に
も
仏
を
念
じ
、

絶
え
る
こ
と
な
く
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
て
往
生
を
想
い
、
花け

台だ
い

の
聖
し
ょ
う

衆じ
ゅ

［
１
］
が
来
迎
す
る
さ
ま
に

思
念
を
こ
ら
し
な
さ
い
。

　

そ
う
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
よ
う
す
が
見
え
た
ら
、
す
ぐ
に
看
病
の
人
に
話
し
、
看
病
の
人
は
、
聞
い
た

こ
と
を
筆
記
し
な
さ
い
。
病
人
が
話
す
こ
と
の
で
き
な
い
と
き
に
は
看
病
者
は
必
ず
何
度
で
も
、
ど
ん
な
世

界
が
見
え
た
か
を
病
人
に
聞
く
の
で
す
。
も
し
罪
の
報
い
を
う
け
て
い
る
と
話
す
な
ら
、
そ
ば
に
い
る
人
は
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と
き
に
は
日
頃
の
比
叡
入
山
の
禁
も
ゆ
る
め
ら
れ
、
多
く
の
人
が
参
拝
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　　

往
生
院
の
作
法
と
心
得

　　

病
人
の
世
話
を
す
る
仏
教
の
施
設
は
、古
く
奈
良
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
聖

し
ょ
う

武む

天
皇
の
后
の
光こ

う

明み
ょ
う

皇
后
（
七
〇
一

〜
七
六
〇
）
が
窮
民
救
済
の
た
め
に
興こ

う

福ふ
く

寺じ

に
つ
く
っ
た
悲ひ

田で
ん

院い
ん

・
施せ

薬や
く

院い
ん

の
二
院
、
行

ぎ
ょ
う

基き

（
六
六
八
〜

七
四
九
）
が
つ
く
っ
た
布ふ

施せ

屋や

な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
悲
田
・
福ふ

く

田で
ん

と
よ
ば
れ
る
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
、『
往

生
要
集
』
に
も
「
も
し
仏
の
福
田
に
善
を
植
え
れ
ば
か
な
ら
ず
涅ね

槃は
ん（

さ
と
り
の
平
安
）
を
得
る
」（
大
文
第
七
「
念

仏
の
利
益
」
当
来
の
勝
利
）
と
い
う
。

　

悲
田
と
は
「
慈
悲
の
福
徳
が
育
つ
田
」
と
い
う
意
味
だ
。
他
者
に
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
自
身
の
善ぜ

ん

業ご
う

（
未

来
に
幸
福
を
も
た
ら
す
善
い
お
こ
な
い
）
と
な
る
。
慈
悲
の
対
象
の
病
人
や
貧
者
は
自
分
に
幸
福
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
福ふ

く

田で
ん

（
幸
福
が
育
つ
田
）
と
さ
れ
た
。
源
信
の
「
定
起
請
」
第
九
条
に
い
う
往
生
院
の
定
め
も
悲
田
・
福

田
に
つ
な
が
る
が
、
明
確
に
臨
死
の
人
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
現
代
の
終
末
ケ
ア
や
ホ
ス
ピ
ス
に
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
条
の
内
容
を
改
め
て
意
訳
で
紹
介
す
る
。

　　

人
は
い
つ
か
病
い
に
な
る
と
い
う
の
に
、
二
十
五
三
昧
会
に
結
縁
の
人
々
は
自
分
の
家
も
な
く
、
草
葺
き
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の
庵い
お
りで
寒
さ
を
し
の
ぎ
、
粗
末
な
食
物
で
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
病
気
に
な
っ
て
床
に
臥ふ

せ
っ

て
も
、
だ
れ
が
哀
れ
ん
で
く
れ
よ
う
か
。
鶯
う
ぐ
い
すが

鳴
き
山
桜
の
散
り
始
め
る
春
の
宵
に
は
だ
れ
も
が
花
を
惜
し

ん
で
楽
し
み
、
雁か
り

が
空
を
渡
り
庭
の
菊
も
枯
れ
ゆ
く
秋
の
朝
に
は
、
だ
れ
も
が
遊
宴
を
思
う
。
そ
の
よ
う
な

と
き
、
だ
れ
が
病
人
を
哀
れ
み
、
ね
ん
ご
ろ
に
看
病
し
て
や
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
会え

は
、
往
生
し
た
い
と
願
っ
て
集
ま
っ
た
者
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
死
に
ゆ
く
人
を
疎う
と

ん

じ
る
こ
と
も
自
然
に
お
こ
っ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
結
衆
の
力
を
合
わ
せ
て
一い
ち

宇う

の
草
堂
を
建
立
し
、

阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
て
一
同
の
終
し
ゅ
う

焉え
ん

の
場
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

病
人
が
臨
終
に
及
ぶ
と
き
、
三さ
ん

愛あ
い

を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
皆
で
手
立
て
を
講
じ
る
。

　

方
角
や
日
時
の
吉
凶
を
論
じ
ず
、
病
人
は
皆
、
往
生
院
に
移
し
て
皆
で
養
う
こ
と
と
す
る
。

　

仏
像
を
西
に
向
け
て
病
人
を
そ
の
後
ろ
に
置
い
て
従
わ
せ
る
。
仏
像
の
右
手
に
五
色
の
幡は
た

を
結
び
、
こ
れ

を
病
人
の
左
手
に
持
た
せ
て
、
仏
に
従
っ
て
往
生
す
る
思
い
を
な
さ
し
め
よ
う
。

　

焼
香
や
散さ
ん

華げ

で
病
人
を
荘
し
ょ
う

厳ご
ん

し
、
調
味
・
撰せ
ん

食じ
き

（
適
切
に
選
ん
で
味
付
け
し
た
食
物
）
で
病
人
を
養
う
。

さ
ら
に
、
一
個
の
棺
を
置
い
て
荼だ

毘び

に
備
え
て
お
く
も
の
と
す
る
。

　　

臨
終
に
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
三
愛
と
は
、
境

き
ょ
う

界か
い

愛あ
い

・
自じ

体た
い

愛あ
い

・
当と

う

生し
ょ
う

愛あ
い

の
三
つ
の
愛
着
を
い
う
。

　

境
界
愛
は
家
族
や
財
産
に
こ
だ
わ
る
心
。
そ
れ
が
安
ら
ぎ
を
乱
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

自
体
愛
は
自
分
の
身
体
へ
の
愛
着
。
現
在
、
終
末
期
の
延
命
医
療
や
臓
器
移
植
、
脳
死
を
め
ぐ
り
、
一
人
ひ
と
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源信の墓　横川中堂から徒歩で 15 分ほどのところにある。ここが
二十五三昧会の墓地（安養廟）かどうかは不明だが、石柵で囲まれた
源信の墓の周囲に五輪塔などの墓石が数多く立ち並んでいる。昔の僧
たちの墓塔群である。



181 おわりに

　
　
お
わ
り
に
　『
往
生
要
集
』
の
地
獄
に
は
地
蔵
菩
薩
が
い
な
い

　　　　

地
獄
に
も
地
蔵
菩
薩
が
い
て
苦
し
む
人
々
を
救
っ
て
く
れ
る
。
と
り
わ
け
賽さ

い

の
河か

わ
ら原
で
子
ど
も
た
ち
を
鬼
か
ら

守
っ
て
く
れ
る
地
蔵
菩
薩
の
話
を
知
ら
な
い
人
は
あ
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
が
、『
往
生
要
集
』に
は「
地
蔵
」の
語
は
六
回
出
る
だ
け
で
、肝
心
の「
厭お

ん

離り

穢え

土ど

」の
地
獄
の
項
に
は
ま
っ

た
く
登
場
し
な
い
。
大
文
第
二
「
欣ご

ん

求ぐ

浄じ
ょ
う

土ど

」
に
は
「
地
蔵
菩
薩
は
毎
日
晨じ

ん

朝ち
ょ
うに
禅ぜ

ん

定じ
ょ
うに
入
っ
て
法ほ

う

界か
い

を
め
ぐ

り
衆し

ゅ

生じ
ょ
うの

苦
を
抜
き
た
ま
う
。
こ
の
菩
薩
の
悲
願
は
他
の
菩
薩
を
超
え
る
」（
聖

し
ょ
う

衆じ
ゅ

倶く

会え

の
楽ら

く

）
と
あ
る
け
れ
ど
、

そ
れ
も
文も

ん

殊じ
ゅ

菩
薩
や
観か

ん

音の
ん

菩
薩
と
併
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
人
の
〈
あ
の
世
〉
の
重
要
な
要
素
で
あ

る
地
蔵
菩
薩
が
『
往
生
要
集
』
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
最
初
に
載
せ
た
閻
魔
大
王
の
イ
メ
ー
ジ
も
、『
往
生
要
集
』
が
書
か
れ
た
平
安
中
期
に
は
ま
だ
な
い
。

こ
の
絵
は
江
戸
時
代
の
『
和
字
絵
入
往
生
要
集
』
の
挿
絵
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
冥
土
の
イ
メ
ー
ジ
は
平
安
時

代
末
期
か
ら
の
中
世
以
降
に
広
ま
っ
た
。

　

賽
の
河
原
や
地
獄
の
地
蔵
菩
薩
の
物
語
は
日
本
だ
け
の
も
の
で
、
そ
れ
は
平
安
時
代
末
期
に
日
本
で
撰
述
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
地じ

蔵ぞ
う

十じ
ゅ
う

王お
う

経き
ょ
うに
記
さ
れ
て
い
る
。
故
人
に
わ
ら
じ
を
履は

か
せ
、
棺
に
杖
を
入
れ
る
わ
け
な
ど
、
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今
も
伝
統
的
な
葬
儀
で
み
ら
れ
る
風
習
に
つ
な
が
る
記
述
も
あ
る
。

　

本
書
の
続
編
と
し
て
『
現
代
語
訳　

地
蔵
十
王
経
』
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
生
活
人
新
書
『
日
本
人
の
死
者
の
書
』（
二
〇
〇
七
年
）
の
一
部
を
改
稿
し
た
も

の
で
あ
る
。

　　　

二
〇
二
一
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
角　

修
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