
毎年よ彼岸の入りに寒いのは 正岡子規

明治 26年春のお彼岸、子規はお母さんに向かってつぶやきます、「彼岸という

のに、寒いね」。彼女の返事は、「毎年よ、彼岸の入りに寒いのは」。口語体俳句の

基本形といわれる名句はこうして生まれたとか。子規は、春の彼岸を迎える度に

母を偲び、供養の手向けを欠かさなかったそうです。



普段着のわたしたち

法然上人像

（フィギュア）

があります。

海洋堂という

会社から法然上

人八百回忌の記念に発売されたものです。

征阿

２月某日、岐阜県土岐市の酒蔵の「蔵開

き」に出かけました。ご覧のラインナップ。

好きなだけ

お飲み！と

いうシステ

ムです。友

人と２人、

大いに試飲（という言葉は適切でないか

も）いたしました。しかし、土岐の山奥の

酒蔵は寒い！ いくら飲んでも寒のせいで

ちっとも酔いが回らない～。故に更に飲

む・・・という悪循環いや好循環。

訶梨帝母

昨年の夏は雨が少なかったからか、立木

が何本も枯れてしまいました。その後始末

が大変です。ノコギリでせっせと切って細

かくしてゴミに

出していま

す。身体の

あちこちが

痛みます。

幽思房

毎年年末に地元のタクシー会社数社から

貰う日めくりカレンダー。悪いけれど、ど

れも使用せず捨てています。ごめんなさい。

それに比べ、写真の「金印わさび」さんの

日めくりは粋でしょ！ 蕎麦屋に掛けてあ

ります。蕎麦屋はわさびを使うから。英数

字ではなく漢数字。

書体は勘亭流。こう

でなくちゃね。おば

ちゃんに聞いたら、

金印さんのオンライ

ンショップで購入で

きるそうですよ。 俊徳丸

２月３日、今年の恵方【南南東】に向か

って恵方巻きをいただきました。これで１

年間、無事に過ごせるぞ！という安心感と

幸福感を得ることができました。「科学的根

拠」は全くあり

ませんが・・・

（苦笑）

露の身

欄間の陰に

ス ピ ー カ

ー。本堂は

お経の声が美

しく響くような構造です（そう称えれば）。

より心地よい法要をと思い、自然音の

BGM を流してみました。春は鳥のさえず

り、夏は高原の朝、秋は虫のシンフォニー。

でも冬が見つかりません。飄々たる風の音

では、余計に寒くなるし・・・。 迷走坊
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春です。新しい風を… 

 テレビ朝日で放映されている、お坊さんバラ

エティー『ぶっちゃけ寺』を楽しみにしていま

す。10名程の各宗派の僧侶が佛教知識をわかり

やすく紹介しています。この番組を安心して気

持ち良く見ることができるのは、ＭＣを「爆笑

問題」がしている効果の他に、出演している僧

侶が「我が宗では、○○○です」と言わないこ

とです。全員が同じ方向を見ていることを感じ

ます。「宗論はどちらが負けても釈迦の恥」…、

古典落語に出てきますが、なかなか「真」を突

いた文句だと思います。 

 

 このように教義論争などしない代わりに、私

は他宗の僧侶方と交流が少ないですし、知らな

いことばかりです。迷走坊さんが誘って下さっ

て、ある行事で関市の黄
おう

檗
ばく

宗
しゅう

(禅宗)のお寺へ

行くことがありました。黄檗宗というと、私の

知識では、京都宇治市の大本山萬福寺の「普
ふ

茶
ちゃ

料理」、江戸時代初期(1654 年)に隠元
いんげん

和尚が中

国から来日された折、「インゲン豆」を伝えら

れたということぐらいでしょうか。当日、そこ

の住職さんがお称えになられた御経を聞いて

びっくりです。『般若心経』なら、ご一緒にお

称え出来ると思っていたのでなおさらです。 

『般
ぼ

若
ぜ

波
ぼ

羅
ら

蜜
み

多
と

心
しん

経
きん

』 観
かん

自
つ

在
ざい

菩
ぶ

薩
さ

。行
へん

深
しん

般
ぼ

若
ぜ

波
ぼ

羅
ろ

蜜
み

多
と

時
す

。照
ちゃう

見
けん

五
う

蘊
いん

皆
きゃい

空
くん

 … 掲
け

諦
てい

掲
け

諦
てい

。

波
ぽ

羅
ろ

掲
け

諦
てい

。波
ぽ

羅
ろ

僧
すぇん

掲
け

諦
てい

。菩
ぶ

提
てい

薩
つ

婆
ぼ

訶
ほ

。 

御経が中国語読みなのです。帰宅して試みたの

ですが、これがなかなか難易度が高くて苦戦し

ています。興味がある方は YouTubeでふりがな

付きの映像がありますのでご覧ください。 

 私にとって黄檗宗は極めて興味深いものと

なりました。大本山萬福寺へ行ってみますと、

斎堂
さいどう

(食堂)の前に開梆
かいぱん

(写真)がぶらさがって

います。これは、食事や法要の前に集合の合図

に使われるもので、隠

元和尚が中国福建省か

ら来日の際伝えられた

という「木魚」の原型 

です。それどころか、木魚、鐘、太鼓、銅鑼な

どの多種の楽器を駆使し、リズムを取りながら

読経をするスタイルを隠元和尚が初めて日本

に紹介されたのです。当時の日本佛教界にとっ

てはかなりのカルチャーショックであったこ

とでしょう。私たちが当たり前に打っている木

魚は、江戸時代初期以前はなかったのです。ま

た諸堂をめぐっていると一切畳が無いことに

気が付きます。中国式の石畳みです。ですから

正座ではなく立って読経します。最後、礼拝の

際は円座に座具(布製の敷物)を敷いて行いま

す。また雲水さんたちの食事も中国式で、テー

ブルと椅子、大皿にもったおかずを各々取り分

けて食事をするとい

うスタイルです。 

 

江戸時代初期、隠元和

尚を中国から招き、中国式の建物で萬福寺を建

立し、あえて作法等すべてを中国式にこだわっ

た背景には、鎖国時代が始まり数十年、佛教界

がマンネリ化しないよう、「新しい風を吹き込

む」という意図があったようです。これは『友

引町内会通信』の意識するところでもあり、現

在の私たちも常に心がけねばならないことだ

と、肝に免じています。      俊徳丸 



『
私
説
法
然
伝
』(

１
４)

比
叡
山
延
暦
寺
に
て
②

勢

至

丸

の

出

家

は

何

時

の

こ

と

か

？

『

法
然
上
人
行
状
絵
図

』
第
四
段
に
は
「
久

ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん
ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
え
ず

安
三
年(

一
一
四
七
年)

十
一
月
八
日
」
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
勢
至
丸
の
年
齢
は
十
五
歳
。

今
の
世
で
は
ま
だ
中
高
生
の
年
齢
で
、
ま
だ
ま
だ

子
供
と
し
て
扱
わ
れ
る
年
頃
で
し
ょ
う
が
、
当
時

で
は
大
人
の
仲
間
入
り
の
年
頃
と
な
り
ま
す
。

以
前
に
も
法
然
上
人
の
出
家
・
得
度
の
年
齢
は

各
伝
記
共
通
し
て
十
五
歳
で
あ
る
と
書
き
ま
し
た
。

し
か
し
相
違
点
が
あ
る
の
は
出
家
の
「
原
因
」
と

な
る
部
分
で
す
。
こ
の
『
私
説
法
然
伝
』
で
以
前

に
書
い
た
の
は
「
法
然
上
人
の
父
時
国
が

定
明

と
き
く
に

さ
だ
あ
き
ら

と
い
う
敵
に
襲
撃
さ
れ
、
そ
の
時
の
傷
が
元
で
時

国
が
絶
命
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
の
遺
言
に

よ
り
出
家
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
」
と
い
う
も
の

で
し
た
。
こ
れ
は
多
く
の
伝
記
で
そ
う
書
か
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
古
い
伝
記
に
は

そ

の

記

述

が

な

い

も

の

が

あ

り

ま

す
。

「
醍
醐
本
」
と
呼
ば
れ
る
法
然
上
人
の
弟
子
の

だ
い
ご
ぼ
ん

勢
観
坊
源
智
上
人
の
書
か
れ
た
伝
記
で
す
。
こ
れ

せ
い
か
ん
ぼ
う
げ
ん
ち

に
よ
り
ま
す
と
父
の
時
国
襲
撃
は
無
く
、
叔
父
の

観
覚
の
弟
子
と
な
っ
て
い
た
法
然
上
人
は
比
叡
山

延
暦
寺
に
登
り
十
五
歳
の
時
に
出
家
し
、
そ
の
後

父
の
時
国
が
殺
害
さ
れ
た
、
と
あ
る
の
で
す
。
ま

た
、
西
山
派
の
学
僧
で
あ
る

行
観

上
人
は

ぎ
ょ
う
か
ん

『

選
択
本
願
念
佛
集
秘
鈔

』
に
て
法
然
上

せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ひ
し
ょ
う

人
は
十
歳
で
観
覚
の
弟
子
と
な
り
、
十
四
歳
で
比

叡
山
延
暦
寺
の
登
り
十
五
歳
で
出
家
、
と
記
述
し

て
い
ま
す
。
法
然
上
人
の
伝
記
は
多
岐
に
わ
た
り
、

ど
の
説
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
断
言
し
か
ね
る

部
分
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
「
差
異
」
が
法

然
上
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か

に
つ
い
て
も
断
言
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
言
え

ま
す
。
ほ
ぼ
確
定
事
項
と
し
て
言
え
る
の
が
、
法

然
上
人
は
十
五
歳
で
出
家
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

で
は
、
そ
の
出
家
は
一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
よ
れ
ば
勢
至
丸
の

出
家
は
久
安
三
年
十
一
月
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
う
。
剃
髪
し
、

戒
壇
院

に
て
大
乗
菩
薩
戒

か
い
だ
ん
い
ん

を
授
け
ら
れ
た
、
と
だ
け
あ
る
。
そ
の
時
は
皇
円

阿
闍
梨
の
弟
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
戒
師
は
皇
円
阿
闍
梨
で
あ
ろ
う
か
？

か
い
し

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
は
そ
の
点
の
記
述
は

無
い
。
出
家
後
す
ぐ
に
皇
円
阿
闍
梨
に
隠
遁
す
る

こ
と
を
願
い
出
た
と
あ
る
。
皇
円
阿
闍
梨
は
そ
れ

を
許
さ
ず
、
ま
ず
は
天
台
三
台
部
を
は
じ
め
と
す

る
天
台
教
学
を
学
ん
で
か
ら
に
せ
よ
と
諌
め
た
と

伝
え
ら
れ
る
。
勢
至
丸
は
皇
円
阿
闍
梨
に
言
わ
れ

た
通
り
三
年
か
け
て
天
台
教
学
を
学
ん
だ
。
し
か

し
隠
遁
の
志
は
消
え
ず
、
名
利
を
追
う
こ
と
を
嫌

い
、
久
安
六
年(

一
一
五
〇
年)

九
月
十
二
日
、
十

八

歳

と

な

っ

た

勢

至

丸

は

西

塔

黒

谷

の

さ
い
と
う
く
ろ
た
に

慈
眼
房
叡
空
の
庵
室
を
訪
ね
て
行
く
の
で
あ
る
。

じ
げ
ん
ぼ
う
え
い
ぐ
う

こ
こ
で
慈
眼
房
叡
空
と
い
う
僧
侶
が
登
場
し
ま

す
。
勢
至
丸
こ
と
法
然
上
人
は
つ
い
に
出
家
さ
れ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
思
っ
て
い
た
通
り
の
僧
侶

と
し
て
の
生
活
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
い
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)

比叡山延暦寺・戒壇院
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先
月
に
続
き
、
ご
本
山
の
法

脈

相

承

（
加

ほ
う

み
や
く

そ
う

じ
よ
う

け

行
）
に
つ
い
て
。

ぎ
よ
う

通
常
加
行
は
、
一
年
な

い
し
二
年
間
ご
本
山
に
て

随
身
（
学
生
と
し
て
お
つ

と
め
）
し
た
の
ち
、
も
し

く
は
講
習
会
に
数
度
通
い

学
ん
だ
の
ち
に
集
大
成
と
し
て
受
け
る
の
が
望
ま

し
い
の
で
す
が
、
無
知
な
私
は
ま
っ
さ
ら
で
受
け

に
行
き
ま
し
た
。
加
行
が
初
本
山
登
山
。
い
ろ
い

ろ
不
手
際
が
出
る
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
れ
も
後
か
ら
気
づ
い
た
事
。
前
回
も
お
話
し
た

水
行
で
は
歴
史
に
残
る
？
大
失
態
を
致
し
ま
し
た
。

行
人
は
白
衣
を
ま
と
い
お
念
佛
を
と
な
え
一

ぎ
よ
う
に
ん

は
く

え

列
で
進
み
、
水
行
場
前
で
サ
ッ
と
白
衣
を
脱
い

す
い
ぎ
よ
う

ば

で
、
男
性
は
褌
一
丁
で
水
を
か
ぶ
り
ま
す
。
女
性

は
白
衣
の
下
に
お
腰
を
巻
き
胸
に
は
さ
ら
し
を
巻

い
て
い
ま
す
。
こ
の
過
程
、
機
敏
で
美
し
い
所
作

と
厳
粛
な
雰
囲
気
と
一
定
の
リ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
。

躊
躇
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
私
は
男
性
と

共
に
サ
ッ
と
潔
く
白
衣
を
脱
ぎ
「
す
わ
！
」
と
行

場
に
入
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
一
瞬
の
静
寂
。
変

な
空
気
感
。
偈
文
と
念
佛
以
外
の
言
葉
は
無
い
儀

げ

も
ん

式
の
中
で
私
に
向
け
ら
れ
る
監
督
の
視
線
。

「
こ
れ
、
白
衣
着
な
さ
い
」
と
い
う
小
声
。

「
え
？

だ
っ
て
こ
こ
で
白
衣
は
脱
ぐ
ん
で
し

ょ
？
」
と
心
で
つ
ぶ
や
き
、
勢
い
を
折
ら
れ
意
気

消
沈
し
つ
つ
、
疑
問
符
い
っ
ぱ
い
の
頭
で
白
衣
を

着
、
第
一
回
目
の
水
行
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
す
ぐ
に
呼
ば
れ
、
「
女
性
は
白
衣
を
脱

ぐ
な
。
胸
に
さ
ら
し
を
巻
い
た
だ
け
で
頭
か
ら
水

を
被
っ
た
ら
水
の
重
み
で
落
ち
る
だ
ろ

う
。
胸
を
放
り
出
し
て
水
行
す
る
つ
も

り
で
す
か
。
想
像
し
た
ら
わ
か
る
で
し

ょ
う
。
」
と
少
し
も
想
像
し
な
か
っ
た
ご

指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
当
時
三
十
一
歳
、

相
応
の
覚
悟
で
挑
ん
で
い
た
私
も
負
け

ま
せ
ん
。
「
水
行
作
法
の
説
明
で
白
衣
は
脱
ぐ
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。
さ
ら
し
は
慎
重
に
巻
き
ま
し

た
。
万
が
一
ズ
リ
落
ち
て
も
そ
の
ま
ま
行
を
続
け

る
つ
も
り
で
し
た
。
神
聖
な
行
の
中
で
男
性
が
そ

れ
に
目
を
呉
れ
る
事
も
な
い
、
故
に
恥
ず
か
し
く

は
な
い
と
思
っ
て
ま
し
た
。
」
と
返
す
と
、
「
い
や
、

見
る
よ
普
通
。
説
明
不
足
は
悪
か
っ
た
。
で
も
、

過
去
に
無
い
よ
白
衣
脱
い
だ
女
性
・
・
・
」
と
い

 

う
顛
末
。
間
も
な
く
、
恥
ず
か
し
い
思
い
が
湧
き
、

加
行
の
な
ん
た
る
か
を
予
め
心
得
て
い
た
ら
起
き

な
い
失
態
で
あ
り
、
自
分
の
非
で
あ
っ
た
と
反
省

し
ま
し
た
。
予
習
、
準
備
は
大
切
で
す
。
大
わ
ら

わ
だ
と
心
も
病
ん
で
く
る
の
で
失
礼
な
発
言
も
し

て
し
ま
い
ま
す
。

翌
年
、
ご
本
山
に
て
監
督
方
に
お
会
い
し
た
際
、

「
あ
な
た
の
例
の
件
が
あ
っ
て
、
女
性
は
白
衣
を

着
た
ま
ま
水
を
被
る
よ
う
に
、
去
年
か
く
か
く
し

か
じ
か
と
説
明
を
足
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
」
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。
私
の
失
態
も
無
駄
で
な
か
っ

た
な
ら
ば
何
よ
り
で
す
。

我
が
息
子
、
ま
だ

ま
だ
先
で
す
が
加
行

を
受
け
る
際
に
は
粗

相
の
な
い
よ
う
に
、

し
っ
か
り
仕
込
ん
で

か
ら
登
山
さ
せ
た
い

と
思
い
ま
す
。

訶
梨
帝
母
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非
科
学
的 

♦
「
三
月
か
・
・
・
も
う
カ
レ
ン
ダ
ー
２
枚
捲
っ
て

し
ま
っ
た
か
・
・
・
」 

♠
「
カ
レ
ン
ダ
ー
と
い
え
ば
、
昨
年
の
暮
れ
に
、
あ

る
自
治
体
で
カ
レ
ン
ダ
ー
発
行
の
差
し
止
め
が
あ
っ

て
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
の
知
っ
て
る
？
」 

♦
「
知
ら
な
い
。
何
で
発
行
差
し
止
め
に
な
っ
た

の
？
」 

♠
「
そ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
六
曜
が
記
載
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
っ
て
」 

♦
「
え
っ
？
六
曜
な
ん
て
、
ど
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

載
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
？
」 

♠
「
私
も
そ
う
思
う
ん
だ
け
ど
、
そ
の
自
治
体
が
言

う
の
に
は
『
六
曜
と
は
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
か
な

い
迷
信
・
因
習
の
一
つ
で
あ
り
、
科
学
的
に
証
明
さ

れ
な
い
迷
信
を
信
じ
る
こ
と
は
、
よ
ろ
し
く
な
い
』 

と
、
い
う
理
由
で
差
し
止
め
ら
れ
た
ら
し
い
よ
」 

♦
「
科
学
的
、
科
学
的
っ
て
・
・
・
一
体
何
だ
よ
・
・
・ 

そ
ん
な
に
科
学
的
根
拠
が
あ
っ
た
り
、
科
学
的
に
証

明
で
き
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
く
て
、
そ
う
で
な
い
こ

と
は
、
い
け
な
い
こ
と
な
の
か
よ
！
？ 

だ
い
た
い
よ
、
迷
信
迷
信
っ
て
言
っ
て
科
学
的
根
拠

が
無
い
っ
て
軽
ん
ず
る
が
、
《
貴
重
な
尊
い
言
い
伝

え
》
と
も
言
え
る
し
、
そ
う
い
う
も
の
が
秩
序
や
治

安
を
守
っ
て
き
た
一
面
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
？

『
嘘
を
つ
く
と
閻
魔
様
に
舌
を
引
っ
こ
抜
か
れ
る
』

と
か
な
」 

♠
「
ま
あ
、
そ
ん
な
に
熱
く
な
る
な
よ
。
こ
の
場
合

は
公
的
機
関
が
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
停
止
と

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
私
的
な
も
の
ま
で
い
か
ん
と
言

っ
て
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
言
っ
て
も
、

世
の
中
が
そ
う
い
う
流
れ
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
だ
ん

だ
ん
窮
屈
に
な
っ
て
い
っ
て
る
よ
う
な
気
は
す
る

が
・
・
・
」 

♦
「
公
的
機
関
？
だ
っ
た
ら
、
そ
の
う
ち
ど
こ
の
公

営
火
葬
場
も
『
友
を
あ
の
世
に
引
っ
張
る
な
ん
て
科

学
的
根
拠
が
な
い
』
っ
て
友
引
も
営
業
す
る
よ
う
に

な
る
の
か
な
」 

♠
「
そ
う
し
た
ら
こ
の
友
引
町
内
会
通
信
の
名
前
も

変
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
か
・
・
・ 

公
的
機
関
と
言
え
ば
、
あ
る
公
立
小
学
校
で
、
給
食

前
に
、
合
掌
し
て
『
い
た
だ
き
ま
す
！
』
っ
て
言
う

こ
と
が
、【
宗
教
的
で
あ
る
】
と
い
う
理
由
で
中
止
に

な
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」 

♦
「
え
っ
、
じ
ゃ
あ
ど
う
や
っ
て
食
べ
始
め
る
の
？
」 

♠
「
先
生
が
『
ピ
ー
ッ
』
っ
て
笛
を
吹
い
た
ら
食
べ

始
め
る
ん
だ
っ
て
さ
」 

♦
「
笑
え
な
い
話
だ
な
・
・
・ 

戦
後
、
公
立
学
校
、
公
的
機
関
か
ら
宗
教
的
な
も
の

や
非
科
学
的
な
も
の
を
『
い
か
ん
も
ん
だ
！
』
と
排

し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学

校
や
社
会
は
良
く
な
っ
た
か
？
子
供
達
は
、
人
間
は

良
く
な
っ
た
の
か
？ 

そ
う
い
う
も
の
を
排
し
て
き
た
の
に
『
何
で
良
く
な

ら
な
い
ん
だ
？
』
っ
て
首
を
ひ
ね
っ
て
悩
ん
で
い
る

じ
ゃ
な
い
か
よ
！ 

【
科
学
的
根
拠
が
無
い
こ
と
を
軽
ん
じ
て
排
す
る
】

や
っ
て
る
こ
と
が
お
隣
の
国
の
文
化
大
革
命
に
似
て

な
い
か
？ 

あ
れ
を
や
っ
て
あ
の
国
良
く
な
っ
た
か
？
」 

♠
「
そ
れ
が
【
答
え
】
だ
な
・
・
・
」 

 
 

（
露
の
身
） 



十
王
様
と
お
友
だ
ち

前
号
で
は
、
十
王
様
の
う
ち
七
番
目
の
泰
山
王

た
い

ざ
ん

お
う

（
薬
師
如
来
）
ま
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

残
り
の
三
王
様
。
四
十
九
日
ま
で
に
最
終
審
判
が

下
り
な
い
亡
者
を
裁
く
方
々
で
す
。

百
ヶ
日
目
に
平
等
王
（
観
音
菩
薩
）
の
審
判

び
よ
う
ど
う

お
う

が
あ
り
ま
す
。
王
は
、
「
自
ら
の
存
在
が
風
前
の

灯
火
、
命
が
無
常
迅
速
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、

と
も
し

び

む

じ
よ
う
じ
ん

そ
く

い
た
ず
ら
に
時
を
過
ご
し
た
で
あ
ろ
う
」
と
亡
者

を
諭
し
ま
す
。
こ
こ
で
懺
悔
し
悔
い
改
め
、
遺
族

さ
ん

げ

が
追
善
供
養
す
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
聞
く
耳
を

持
た
な
け
れ
ば
堕
獄
の
決
定
が
下
さ
れ
ま
す
。

ま
だ
結
審
し
な
い
場
合
は
、
一
周
忌
に
都
市
王

と

し

お
う

（
勢
至
菩
薩
）
の
元
へ
出
頭
す
る
こ
と
に
。
そ
こ

に
は
幾
つ
も
の
箱
が
あ
り
、
「
好
き
な
の
を
選

べ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
（
舌
切
り
雀
か
？
）
箱
の

中
身
が
行
く
先
を
決
め
る
の
で
す
。
こ
こ
で
も
、

遺
族
が
追
善
供
養
に
努
め
れ
ば
、
悪
行
を
犯
し
た

者
で
も
三
回
忌
ま
で
決
定
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
最
終
的
に
、
五
道
転
輪
王
（
阿
弥
陀
如

ご

ど
う
て
ん
り
ん
お
う

来
）
か
ら
最
終
審
判
を
下
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

亡
く
な
っ
た
後
ま
で
も
審
判
が
あ
り
、
遺
族
に

追
善
供
養
を
薦
め
る
と
は
、
「
な
ん
の
か
の
と
、

や
ま
こ
坊
主
の
考
え
る
こ
と
は
！
」
と
罵
倒
さ
れ

そ
う
で
す
が
、
亡
き
方
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に

供
養
し
、
極
楽
往
生
を
願
う
こ
と
は
決
し
て
悪
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

十
王
像
と
一
緒
に
お
祀
り
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
が
奪
衣
婆
。
三
途
の
川
（
葬
頭
河
）
の
畔
で
亡

だ
つ

え

ば

そ
う

ず

か

者
の
衣
類
を
剥
ぎ

取
る
婆
で
す
。
衣

類
は
懸
衣
翁
と
い

け
ん

ね

お
う

う
爺
に
よ
っ
て
衣え

領

樹
の
枝
に
掛

り
よ
う

じ
ゆ

け
ら
れ
る
。
亡
者
の
衣
類
に
は
生
前
の
業
が
現
れ
、

ご
う

そ
の
重
み
に
よ
っ
て
枝
が
し
な
り
ま
す
。
そ
の
し

な
り
具
合
に
よ
っ
て
、
三
途
の
川
の
ど
こ
を
渡
る

か
が
決
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
途
の
川
に
は
三
つ
の
渡
し
場
が
あ
り
、
ま
ず

善
人
は
金
銀
七
宝
で
造
ら
れ
た
橋
を
渡
れ
ま
す
。

罪
の
浅
い
者
は
、
山
水
瀬
（
浅
水
瀬
）
、
膝
ぐ
ら

い
の
水
か
さ
の
所
を
渡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
罪
の
重
い
者
は
強
深
瀬
（
江
深
瀬
）
へ
。

流
れ
は
急
で
波
は
高
く
、
川
上
か
ら
岩
石
が
流
れ

て
き
て
五
体
を
打
ち
砕
く
。
水
底
に
は
大
蛇
が
い

て
、
浮
き
上
が
れ
ば
夜
叉
か
ら
弓
で
射
ら
れ
る
。

こ
れ
が
室
町
時
代
中
期
に
な
り
ま
す
と
、
三
途

の
川
に
「
渡
し
船
」
が
で
き
ま
す
。
あ
の
世
も
近

代
化
す
る
の
で
す
。

「
奪
衣
婆
失
業
か
？
」
い
え
、
渡
し
賃
の
六
文

だ
つ

え

ば

を
持
っ
て
い
な
い
亡
者
か
ら
着
物
を
剥
ぎ
取
り
ま

す
。
棺
桶
の
中
に
丸
を
六
つ
描
い
た
紙
を
入
れ
て

あ
げ
る
で
し
ょ
う
。
六
文
銭
の
代
わ
り
で
す
。

大
河
ド
ラ
マ
の
真
田
家
の
旗
印
が
こ
の
六
文
銭
。

戦
や
日
頃
の
駆
け
引
き
で
も
死
を
厭
わ
な
い
「
不ふ

惜
身
命
」
の
決
意
で
臨
む
こ
と
を
表
す
と
か
。

じ
や
く
し
ん
み
よ
う

こ
の
婆
ち
ゃ
ん
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
、
疫
病

よ
け
や
咳
止
め
、
特
に
子
ど
も
の
百
日
咳
に
効
き

目
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
単
独
で
大
事
に
祀
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
「
地
獄
の
沙
汰
も
金
し
だ
い
」
か
ら

「
地
獄
で
ほ
と
け
」
へ
と
変
身
し
た
わ
け
で
す
。

迷
走
坊
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観
経
物
語(

９
２)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
４
６

第
十
観
音
観
（
か
ん
の
ん
か
ん
）
そ
の
１

《
本
文
》

佛
、
阿
難
お
よ
び
韋
提
希
に
告
げ
ら
れ
る
。

「
無
量
寿
佛
を
見
る
に
、
了
了
し
て
分
明
し
巳
わ

れ
ば
、
次
ぎ
に
は
復
た
当
さ
に
観
世
音
菩
薩
を
観

ま

ま
さ

み

る
べ
し
。
此
の
菩
薩
は
、
身
長
八
十
万
億

那
由
多
由
旬
な
り
。
身
は
紫
金
色
に
し
て
、

頂

な
ゆ
た
ゆ
じ
ゅ
ん

し
こ
ん
じ
き

い
た
だ
き

に
肉
髻
有
り
。
項
に
円
光
有
り
。
面
は
百
千
由

に
っ
け
い

こ
う

旬
な
り
、
そ
の
円
光
の
中
に
、
五
百
の
化
佛
の
有

け
ぶ
つ

る
こ
と
釈
迦
牟
尼
佛
の
如
し
。
一
一
の
化
佛
は
、

し
ゃ
か
む
に
ぶ
つ

五
百
の
化
菩
薩
と
、
無
量
の
諸
天
有
り
。
以
て
侍
者
じ
し
ゃ

と
為
す
。
拳
身
の
光
の
中
に
五
道
の
衆
生
、
一
切

こ
し
ん

の
色
相
皆
、
中
に(

於
い
て)

現
れ
る
。
頂
上
の

毘
楞
伽
摩
尼
宝
を
天
冠
と
為
す
。
其
の
天
冠
の

び
り
ょ
う
が
ま
に
ほ
う

て
ん
か
ん

中
に
は
一
の
立
て
る
化
佛
有
り
。
高
さ
二
十
五
由

旬
な
り
。

《
意
味
・
訳
文
》

佛
は(

弟
子
の)

阿
難
と
韋
提
希(

夫
人)

に
告
げ

ら
れ
た
。

「
無
量
寿
佛
を(

観
想=

観
法
と
し
て
心
を
集
中
し

て)

見
て
、
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
こ
と
が
終
わ

っ
た
な
ら
ば
、
次
に
は
復
た
、
観
世
音
菩
薩
を
観

想
し
な
さ
い
。
こ
の
菩
薩
は
、
身
長
が
無
数
の
由

旬
を(

さ
ら
に)

八
十
万
億
倍
し
た
も
の
に
達
す
る
。

菩
薩
の
身
体
は
紫
金(

紫
色
を
帯
び
た
黄
金)

の
色

彩
を
し
て
い
て
、
頭
の
頂
上
に
は
髻(

も
と
ど
り=

髪
の
毛
を
頭
の
上
で
束
ね
た
も
の)

の
形
を
し
た

肉
髻(

に
っ
け
い=

肉
の
隆
起)

が
あ
り
、
項(

き
ょ

う
・
こ
う=

う
な
じ
、
首
の
後
ろ
の
方)

か
ら
は
、

円
い
後
光
が
射
し
て
お
り
、
そ
の
後
光
の
縦
と
横

の
幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
千
由
旬
あ
る
。
そ
の
円
い

後
光
の
中
に
、
五
百
人
の
化
佛(=

衆
生
を
救
う
た

め
に
現
れ
た
佛)

を
持
っ
て
い
る
の
は
、
釈
迦
牟

尼
佛
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
一
人
一
人
の
佛
は
、

衆
生
済
度
の
為
に
現
れ
五
百
人
の
菩
薩
お
よ
び
無

数
の
天
神
ら
を
従
え
て
、
侍
者
と
し
て
い
る
。
観

世
音
菩
薩
の
全
身
か
ら
放
た
れ
る
光
の
中
に
は
、

五
道
す
な
わ
ち
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
間
・
天

界
の
五
の
世
界
に
住
む
存
在
と
し
て
の
衆
生
を
始

め
と
し
て
、
す
べ
て
の
色
や
形
の
あ
る
も
の
の
、

姿
や
有
り
様
が
出
現
す
る
。
ま
た
そ
の
頭
の
頂
上

に
は
毘
楞
伽
摩
尼
宝(

釈
迦
毘
楞
伽
摩
尼
宝=

シ
ャ

ク
・
ア
ラ
グ
ナ
・
マ
ニ
・
ラ
ト
ナ
、
良
く
色
々
な

も
の
を
出
現
射
せ
る
摩
尼
宝
珠
と
い
う
意
味)

を
、

素
晴
ら
し
き
冠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
素

晴
ら
し
き
冠
の
中
に
、
一
人
の
立
っ
た
化
佛
が
あ

る
。
高
さ
は
二
十
五
由
旬
で
あ
る
。

※
観
世
音
菩
薩(

古
い
呼
び
名)=

観
自
在
菩
薩(

新

し
い
呼
び
名)

と
は
、
智
慧
を
も
っ
て
観
照
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
在
の
力
を
得
た
菩
薩
と
い
う

意
味
で
、
衆
生
の
恐
れ
の
心
を
取
り
除
い
て
世
を

救
済
す
る
、
慈
悲
の
働
き
の
菩
薩
を
い
う
。

《
幽
思
房
》

Vol.193 友引町内会通信 2016.3.01発行


