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浄土宗の歴史⑪

2

浄
土
宗
の
歴
史
を
繙
く
中
で
、
改
め
て
当
山

大
善
寺
と
機
守
社
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

観
池
山
往
生
院
大
善
寺

 

創
建
は
、
天
正
年
間
（
１
５
７
３
～
１
５
９
２
）
北
条
氏
照

（
立
川
能
登
守
の
子
）
が
、
讃
誉
牛
秀
（
慶
長
十
年
１
６
０
５

寂
）
に
帰
依
し
て
開
基
と
な
り
、
滝
山
城
下
に
建
立
さ
れ
ま
し

た 

八
王
子
城
の
築
城
に
と
も
な
う
滝
山
城
廃
城
に
よ
り
大
善

寺
も
八
王
子
城
下
へ
移
転 
更
に
八
王
子
城
の
落
城
で
大
横
町

（
大
横
町
時
代
は
三
百
五
十
年
と
最
も
長
か
っ
た
）
に
移
り
、

多
摩
川
支
流
の
浅
川
に
面
し
、
街
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
に
あ
る

同
じ
浄
土
宗
の
極
楽
寺
と
と
も
に
、
交
通
の
要
衝
で
色
々
な
役

目
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
大
横
町
時
代
に
徳
川

家
康
公
か
ら
朱
印
を
授
か
り
檀
林
（
だ
ん
り
ん･･･

江
戸
時
代
初

期
に
定
め
ら
れ
た
関
東
に
お
け
る
浄
土
宗
の
僧
侶
の
養
成
機
関

・
学
問
所
の
こ
と 

江
戸
時
代
に
は
浄
土
宗
の
僧
侶
の
養
成
は

こ
の
檀
林
に
限
ら
れ
て
い
た
）
と
な
っ
て
お
り
ま
す

 

江
戸
時
代
が
徳
川
家
の
も
と
で
落
ち
着
く
と
、
八
王
子
の
大

善
寺
は
十
夜
寺
（
じ
ゅ
う
や
で
ら
）
と
し
て
大
い
に
栄
え
、
末

寺
二
十
三
か
寺
を
持
つ
大
寺
と
な
り
ま
し
た 

ま
た
、
明
治
二

年
１
８
６
９
年
に
は
勅
願
所
（
ち
ょ
く
が
ん
し
ょ･･･

勅
願
に
よ

り
、
国
家
鎮
護
な
ど
を
祈
願
し
た
神
社
や
寺
院
）
に
も
な
っ
て

お
り
ま
す 

開
山
の
讃
誉
牛
秀
（
ぎ
ゅ
う
し
ゅ
う
）
上
人
は
、

浄
土
宗
の
布
教
書
の
元
と
な
る
「
説
法
色
葉
集
（
せ
っ
ぽ
う
し

き
よ
う
し
ゅ
う
）
」
を
著
し
ま
し
た
。
八
王
子
総
奉
行 

大
久
保

長
安
や
代
官 

竹
本
権
右
衛
門 

等
の
援
護
に
よ
り
発
展
し
、
第
二

世 

含
牛
（
が
ん
ぎ
ゅ
う
）
上
人
、
檀
林 

大
光
院
の
開
山
と
な
る

第
三
世
の
呑
龍
（
ど
ん
り
ゅ
う
）
上
人
な
ど
優
秀
な
学
僧
を
多

く
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

機
守
神
社

（
は
た
が
み
じ
ん
じ
ゃ
）

桓
武
天
皇
の
時
代
、
奈
良
か
ら
平
安
京
に
都
が
移
さ
れ
た
際
、
郡
役

人
の
久
助
が
宮
中
に
仕
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
久
助
は
、
身
分
の
高
い
白

瀧
姫
に
恋
を
し
ま
し
た
。
天
皇
が
苦
労
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
望
み
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
久
助
は
白
瀧
姫
を
嫁
に
欲
し
い
と
願
い
ま
し
た
。
天
皇

は
和
歌
の
競
い
合
い
を
提
案
し
、
勝
っ
た
久
助
は
白
瀧
姫
と
結
ば
れ
、

上
野
国
（
現
在
の
群
馬
県
桐
生
市
）
に
住
み
ま
し
た
。

 

白
瀧
姫
は
養
蚕
や
織
物
を
里
人
に
教
え
、
没
後
は
機
守
様
と
し
て
祀

ら
れ
ま
し
た
。

 

文
政
二
年
、
八
王
子
の
職
人
が
夢
告
を
受
け
て
大
善
寺
境
内
に
機
守

様
を
勧
請
し
ま
し
た
。
以
来
、
織
物
産
業
の
神
様
と
し
て
、
ま
た
、
縁

結
び
の
神
様
と
し
て
篤
い
信
仰
を
受
け
て
い
ま
す
。

『武州八王子檀林所瀧山大善寺境内之風景略図』
【八王子市郷土資料館所蔵】

江戸期、大横町時代の境内図。題名は大善寺境内と銘打た
れていますが、図の中心は機守社（白瀧社と表記）となって
おり、当時の機守信仰の篤さが偲ばれます。
画の奥には浅川が描かれ、本堂（仏殿）と呑龍社が左に描き
込まれています。写しが大善寺の待合室に掲示されています
ぜひ一度ご覧下さい。
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特
別
編

松
本
清
張
記
念
館
来
訪
記

お
墓
と
い
う
性
質
上
、
あ
ま
り
大
々
的
に
喧
伝

し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
当
霊
園
に
は
作
家
の
松
本

清
張
氏
の
墓
所
が
あ
り
ま
す
。

没
後
３
０
年
を
過
ぎ
た
今
で
も
多
く
の
フ
ァ
ン

が
支
持
す
る
人
気
作
家
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
ど
、
機
会
が
あ
り
、
北
九
州
は
小
倉
に

あ
る
「
松
本
清
張
記
念
館
」
を
表
敬
訪
問
し
て
参

り
ま
し
た
。

快
く
迎
え
て
く
れ
た
館
長
さ
ん
が
、
な
ん
と
中

央
大
学
出
身
で
、
４
年
間
、
元
横
山
町
で
過
ご
し

た
こ
と
の
あ
る
八
王
子
有
縁
の
方
で
し
た
。

ご
自
身
の
青
春
時
代
を
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ

な
が
ら
、
お
墓
に
は
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
て

お
ら
ず
心
苦
し
く
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
霊
園

か
ら
関
係
者
が
来
て
く
れ
た
こ
と
を
非
常
に
喜
ん

で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

館
長
自
ら
館
内
展
示
を
き
め
細
や
か
に
案
内
し

て
下
さ
り
、
大
変
興
味
深
く
清
張
氏
の
生
涯
と
功

績
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

■
松
本
清
張
記
念
館
の
概
要

入
っ
て
ま
ず
目
に
飛
び
込
む
の
は
膨
大
な
著
作

の
表
紙
を
壁
一
面
に
並
べ
た
展
示
で
す
。
圧
巻
の

一
言
に
尽
き
ま
す
。

次
に
、
幅
２
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巨
大
な
年
表

に
は
８
２
年
の
生
涯
が
、
当
時
の
世
相
や
政
治
・

経
済
状
況
と
重
ね
て
示
さ
れ
て
お
り
、
代
表
作
品

が
世
に
産
み
出
さ
れ
た
背
景
を
わ
か
り
や
す
く
示

し
て
く
れ
て
い
ま
す

最
大
の
見
ど
こ
ろ
は
、
杉
並
区
の
お
住
ま
い
の

内
装
・
家
具
・
什
器
・
書
庫
、
そ
し
て
書
斎
そ
の

も
の
を
全
て
ご
家
族
が
寄
贈
し
、
丸
々
実
物
で
再

現
さ
れ
て
い
る
展
示
室
で
す
。

２
階
建
て
の
お
住
ま
い
の
、
玄
関
か
ら
応
接
室

の
ソ
フ
ァ
、
テ
ー
ブ
ル
、
書
庫
の
膨
大
な
書
籍
と

紙
袋
に
詰
ま
っ
た
取
材
メ
モ
や
切
抜
き
ま
で
、
実

際
に
現
場
を
く
ま
な
く
写
真
で
撮
影
し
て
か
ら
移

送
し
、
寸
分
違
わ
ず
配
置
し
て
リ
ア
ル
に
再
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
に
も
書
庫
の
向
こ
う
か
ら
清
張

さ
ん
が
ふ
ら
り
と
和
服
で
現
れ
そ
う
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
し
て
い
ま
し
た
。
特
別
な
密
封
を
施
し
、

空
調
シ
ス
テ
ム
を
完
備
し
て
い
る
た
め
、
館
長
で

さ
え
も
内
部
に
は
立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

な
い
そ
う
で
す
。

■
松
本
清
張
の
挫
折
と
屈
折

家
庭
の
経
済
的
事
情
で
希
望
す
る
進
学
が
で
き

ず
、
そ
れ
が
生
涯
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
バ
ネ
と
な
り
憧
れ

だ
っ
た
新
聞
記
者
顔
負
け
の
徹
底
し
た
資
料
収
集

・
取
材
力
が
発
揮
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、

堅
実
な
作
品
群
と
し
て
結
実
し
た
の
で
す
。

NHK出版新書 原武史著
2019/10/10
混迷を極める現代を清張さん
ならどう見たか？ 作品解説
を通して深読みしています。

当時の書斎をそのまま再現した展示
亡くなった日に止まったままの時計やカーペットのタバコ
の焦げ跡が生き生きと雰囲気を伝えています
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『
般
若
心
経
』
の
は
な
し

日
本
一
有
名
な
お
経
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
正
式
に
は
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
と

い
い
ま
す
。

般
若
経
と
い
う
大
部
の
経
典
の
極
一
部
分
、
核

心
の
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
心
経
」
と
称
さ
れ

て
い
ま
す
。

仏
教
の
教
え
の
柱
の
一
つ
、
「
空
（
く
う
）
」

の
思
想
を
説
く
経
典
で
、
鍵
と
な
る
文
は
、
有
名

な
「
色
即
是
空

空
即
是
色
」
で
あ
り
ま
す
。

全
て
の
物
質
（
＝
色
）
は
、
存
在
す
る
が
存
在

し
な
い
（
＝
空
）
。

空
で
は
あ
る
が
存
在
し
て
い
る
物
質
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

物
理
学
の
最
先
端
で
あ
る
量
子
力
学
で
は
、
こ

の
「
存
在
す
る
が
、
存
在
し
な
い
」
と
い
う
物
事

の
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
質
は
、
細
か
く
細
か
く
分

解
し
て
い
く
と
量
子
と
い
う
単
位
に
辿
り
着
き
、

そ
れ
が
仮
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
原
理
で
す
。

仏
教
で
は
こ
れ
を
「
仮
和
合
（
け
わ
ご
う
）
」

と
言
い
ま
す
。

つ
い
つ
い
、
目
の
前
の
こ
と
、
目
先
の
出
来
事

に
一
喜
一
憂
し
て
心
を
揺
さ
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
が

私
た
ち
で
す
が
、
一
歩
引
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
メ

タ
」
の
視
点
で
身
の
回
り
を
観
察
す
る
こ
と
で
苦

し
み
か
ら
逃
れ
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
生
き
方
の
処

方
箋
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

◇
今
後
の
行
事
予
定

お
焚
き
上
げ
を
お
請
け
し
ま
す

こ
の
と
こ
ろ
、
ご
相
談
が
増
え
て
い
る
、
お
住

ま
い
の
仏
壇
や
お
位
牌
等
の
お
焚
上
げ
を
お
請
け

し
ま
す
。
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
参
考
費
用
】

* 

お
仏
壇

高
さ
１
０
０
セ
ン
チ
迄

５
０
０
０
円

(

供
養
料
込
み)

そ
れ
以
上
は
基
本
料
金
に+

５
０
０
０
円

* 

お
位
牌

何
基
で
も
１
０
０
０
円

お
仏
壇
供
養
込
み
で
あ
れ
ば
お
仏
壇
代
の
み

* 
お
仏
像
、
掛
け
軸
、
ご
遺
影
、
人
形

何
点
で
も
１
０
０
０
円

お
仏
壇
供
養
込
み
で
あ
れ
ば
お
仏
壇
代
の
み

* 

そ
の
他

仏
具
も
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

(

注) 

ガ
ラ
ス
、
刃
物
、
灰
は
お
引
き
取
り
で
き
ま
せ
ん
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