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阿
弥
陀
寺（
東
坂
）の
天て

ん

照し
ょ
う

仏ぶ
つ
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応
安
２
年
（
１
３
６
９
）
に
栗
太
郡
河
辺
（
栗

東
市
川
辺
）
で
生
ま
れ
た
隆
り
ゅ
う

堯ぎ
ょ
う（
１
３
６
９
～

１
４
４
９
）
は
、
中
世
の
近
江
国
（
滋
賀
県
）
で
の

浄
土
教
の
発
展
に
貢
献
し
た
高
僧
で
す
。
９
歳
で
比

叡
山
に
登
り
、
修
行
の
末
、
「
法ほ
う
い
ん印
」
と
い
う
位
を

得
た
隆
堯
は
、
石
山
寺
に
参さ
ん

籠ろ
う

し
て
い
る
時
に
見
た

夢
を
き
っ
か
け
に
浄
土
教
に
帰
依
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
金
勝
山
に
登
っ
て
金
勝
寺
の
域
内
に
浄
じ
ょ
う

厳ご
ん

坊ぼ
う

と

い
う
草そ
う

庵あ
ん

を
結
び
、
浄
土
教
の
教
え
を
説
く
よ
う
に

な
っ
た
隆
堯
の
も
と
に
は
、
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た

と
言
い
ま
す
。

当
時
の
金
勝
寺
は
女に
ょ

人に
ん

結け
っ

界か
い

の
地
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
浄
土
教
の
教
え
を
よ
り
広
め
た
い
と

考
え
た
隆
堯
は
、
金
勝
山
の
麓
で
あ
る
東
坂
に
も
草

庵
を
結
び
ま
し
た
。
こ
の
草
庵
は
、
後
に
阿
弥
陀
寺

と
名
付
け
ら
れ
、
近
江
の
浄
土
教
の
中
心
的
な
地
位

を
築
い
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
天
下
統
一
を
目

前
に
控
え
た
織
田
信
長
（
１
５
３
４
～
８
２
）
に
よ

り
、
安
土
の
浄
じ
ょ
う

厳ご
ん

院い
ん

が
開
か
れ
た
こ
と
で
、
阿
弥
陀

寺
の
地
位
は
失
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
も
、
東
坂
の

み
な
ら
ず
周
辺
地
域
の
浄
土
教
信
仰
の
中
核
的
な
位

置
付
け
を
保
ち
続
け
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
阿
弥
陀
寺
は
、
「
天
照

仏
」
と
呼
ば
れ
る
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
（
栗
東
市

指
定
文
化
財
）
を
本
尊
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
仏

像
は
、
隆
堯
が
伊
勢
神
宮
に
参
籠
し
て
い
る
際
に

天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
か
ら
授
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
近
江
へ

の
帰
路
に
光
明
を
放
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
っ

て
天
照
仏
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
仏
像
そ
の
も
の

は
平
安
時
代
後
期
の
も
の
で
す
が
、
表
面
の
盛
り

上
げ
彩
色
は
隆
堯
が
活
動
し
た
時
代
に
施
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
草
庵
を
結
ん
だ
際
に
迎
え
入

れ
、
阿
弥
陀
寺
の
本
尊
と
し
て
守
り
伝
え
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。
現
在
は
、
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
に
寄

託
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
折
に
触
れ
て
展
示
さ
れ
、
地

域
で
守
ら
れ
て
き
た
信
仰
の
輝
き
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。

■�

通
史
展
示
「
栗
東
の
歴
史
と
民
俗
」（
第
１
展
示

室
）で
、
阿
弥
陀
寺
「
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像

（
天
照
仏
）」（
栗
東
市
指
定
文
化
財
）を
展
示
し

て
い
ま
す
。
２
月
24
日
㉁
ま
で
。

大正時代の阿弥陀寺本堂大正時代の阿弥陀寺本堂

阿弥陀寺「木造阿弥陀如来立像阿弥陀寺「木造阿弥陀如来立像
（天照仏）」（栗東市指定文化財）（天照仏）」（栗東市指定文化財）

隆堯法印像（『隆堯法印像（『湖湖
ことうさんそうでんことうさんそうでん

東三僧伝東三僧伝』）』）
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