
10 月と言えば

名古屋まつりで

す。とは言え、

土日は忙しく祭

りを見に行くこ

ともままなりません。いつもお寺の近くを

通る帰り道の山車を眺めています。

征阿

10 月下旬、コインパーキングのポールに

吸い寄せられるようにぶつけて助手席ドア

を修理。無事戻ってきたかと思ったら 11

月中旬の朝、突如エンジントラブル。弱り

目に祟り目・・・。

自走できない壊れっぷりだったので、自

宅へレッカーを呼び、修理工場へ。やり場

のない怒りともどかしさでイライラしまし

たが、運ばれてい

くその後ろ姿は、

「ママ、ごめんね。

ボクちゃんと治し

て帰ってくるか

ら」と言っているようで（涙）。

かれこれ８年乗っている愛車。「大丈夫！

ママちゃんと治療費払うからしっかり治し

てもらいなさい」と送り出し。な〜んてド

ラマティックに勝手なことを言っています

が、全て私の責任。それにしても、前日ま

で乗っていたので、道の真ん中で停まらな

くてよかった。有り難うございます。

訶梨帝母

何週間か前のラジオ番組でグッチ雄三さ

んが、「ピザの具に奈良漬を細かく刻んだ物

をのせるととても美味しい」と言っていま

した。確かにと

ろけたチーズに

あいそう。それ

でピザトースト

を作りました。

俊徳丸

秋冬ものの花を探しに花屋さんへ立ち寄

ると、水色のシクラメンを見つけました。

取り合えず鉢植えにし、どこに合うかと置

く場所をいろいろ

変えて最後に持っ

て行ったのが墓地。

昭和 50 年に布

施明が歌ってヒッ

トした『シクラメンのかほり』の真綿色よ

りもっと清しい色です。

「出逢いの時の 君のようです」って、

女優さんで言うと誰かな？ 八千草薫さん。

昭和 29 年『宮本武蔵』でお通役をされた

時が最初の出逢い。

修し奉る、一会信心の施主は現住より、

志す精霊は令和元年 10 月 24 日に享年 89

歳をもって往生せし、俗名谷口瞳の霊位、

追善増長菩提。南無阿弥陀佛 迷走坊

『友引町内会通信』はパソコンやタブレッ

トでもお読みいただけます。検索は

http://www.daigoji-temple.jp/ 「友引町内

会通信」をクリックしてください。寺務局
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なんてったってアイドル  

 佛の世界で人気がある佛さまというと「地蔵

菩薩さま」と「観音菩薩さま」になるでしょう。

被災地を慰問するアイドルスターと言ったと

ころでしょうか。今回の台風 15 号の際も初入

閣した小泉進次郎氏ばかり追っかけていたマ

スコミよりも多くの芸能人が先に千葉県の被

災地を訪れていたそうです。では何故このお二

方が大人気かと申しますと地獄図を見るとわ

かります。炎などなにともせず煮えたぎる釜の

中から苦しむ亡者を助け出しているのは地蔵

さまです。よく見ますと蓮の草履を履いておら

れます。これで炎の中も歩いていくことができ

ます。また血の池地獄の前では沈みそうになっ

ている女性亡者に「血品経(けつぼんきょう)」

を渡しているのは如意輪(にょいりん)観音さま

です。すると不思議、池の中から蓮の葉が出て

きて亡者を救いあげます。観音さまの中でもた

いへん美しいお姿で女性にファンが多いです。 

 

 このように御自ら地獄まで出向いてお救い

くださるのは多くの佛様の中でもこのお二方

だけです。また幼くして亡くなった子供たちが

集められる「賽の河原」にも地蔵さまがおいで 

くださいます。夕方になると恐ろしい鬼が現れ

て黒金の棒で積んだ石を押し崩してしまいま

す。すると子供たちのまえに地蔵さまが立ちは

だかり、「娑婆と冥途は遥かに遠いから我を冥

途の父母と思いなさい」と声をかけながら自ら

の衣の裾に子供たちをかき入れ守ってくださ

います。子供たちはやさしい地蔵さまの錫杖や

衣の裾を強く握りしめて離しません。 

 

 左の写真は京都市の繁華街の寺町通にある

「矢田寺(やたでら)」さんの絵馬です。私がお

勧めする地蔵さまのパワースポットです。矢田

寺さんの本堂の御本像は地蔵さまです。たいへ

ん珍しいです。更に絵馬のように足元が炎で包

まれたお姿です。平安時代、矢田寺住職の満米

和尚は頼まれて閻魔大王に戒を授けに地獄へ

行きました。その時、炎の中で必死に亡者を助

け出している一人の僧を見ました。満米和尚は

いたく感銘し、帰寺後その光景を佛像にして御

本尊として祀りました。これが日本初の地蔵さ

まと伝えられています。 

 

 下の写真は、毎年私のお寺でおこなわれてい

ます「地蔵さま顔拭き

祭り」です。お面姿の

中身は私です。1 時間

ほど地蔵さまになら

せていただき町内を

お練りして本堂で御

祈祷をします。年々体

力的にきついです。コラ！アイドルは泣き言い

ったらいけません。なんてたってアイドル♪ 

アイドルはやめられない♪      俊徳丸 



西
太
后
は
、
お
好
き
で
す
か
。
中
国
三
大
悪
女

（
武
則
天
、
呂
后
）
と
し
て
有
名
で
す
。
彼
女
の

生
き
た
時
代
は
日
本
が
幕
末
〜
明
治
。
中
国
最
後

の
清
王
朝
を

年
支
え
た
傑
物
。
私
は
浅
田
次
郎

48

著
『
蒼
穹
の
昴
』
を
読
ん
で
か
ら
こ
の
女
帝
の
フ

ァ
ン
で
す
。
英
に
ア
ヘ
ン
を
持
ち
込
ま
れ
、
米
仏

日
に
侵
略
さ
れ
、
ガ
タ
ガ
タ
に
揺
ら
い
だ
清
国
を
、

植
民
地
に
は
さ
れ
ま
い
と
踏
ん
張
り
続
け
た
西
太

后
。
当
時
中
国
の
女
性
の
平
均
寿
命
が

代
の
と

40

こ
ろ
、

歳
ま
で
戦
い
続
け
た
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
マ

74

ン
で
す
。
こ
の
お
姿
は

歳
だ
と
か
。
お
肌
の
ハ

69

リ
、
黒
々
と
し
た
髪
、
眼
光
の
鋭
さ
、
女
官
が
つ

い
て
い
け
な
い
ほ
ど
の
早
歩
き
。
身
長
は

セ
ン

チ
。
そ
こ
に

セ
ン
チ
の
高
靴
。
強
く
、
威
圧
的

で
あ
ら
ん
と
あ
え
て

心
掛
け
た
彼
女
の
心

意
気
が
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
で
す
。

大
清
帝
国
は

年
、
満
州
族
愛
新
覚
羅
氏
が
建

1616

国
し
た
征
服
王
朝
。
六
代
乾
隆
帝
を
最
盛
期
と
し

て
徐
々
に
衰
退
。
西
太
后
は
、
ぐ
う
た
ら
亭
主

（
九
代
咸
豊
帝
）
と
放
蕩
息
子
（
十
代
同
治
帝
）

 に
代
わ
り
政
務
の
実
権
を
握
り
ま
す
。

歳
の
時
、

息
子
の
同
治
帝
が

歳
で
亡
く
な
る
と
、
甥
（
十

一
代
光
緒
帝
）
を
４
歳
で
即
位
さ
せ
、
簾
の
後
ろ

で
皇
帝
を
導
く
と
い
う
垂
簾
聴
政
を
行
い
、
ラ
ス

ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
と
な
る
十
二
代
宣
統
帝
溥
儀
ま
で

継
ぎ
ま
し
た
。
女
性
は
ど
ん
な
高
官
の
子
女
で
あ

ろ
う
と
読
み
書
き
が
で
き
な
い
ご
時
世
。
西
太
后

は
中
流
役
人
の
娘
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
読
み

書
き
絵
画
ま
で
も
会
得
し
、
教
養
高
い

知
的
な
女
性
だ
っ
た
ゆ
え
に
成
せ
た
業
。

過
日
、

『
偉
人
た
ち
の
健
康
診

断
』
で
西
太
后
の
回
が
あ
り
ま
し
た
。

紫
禁
城
に
残
る
「
西
太
后
の
カ
ル
テ
」

に
は
三
百
近
い
中
医
薬
（
漢
方
）
の
処

方
箋
が
残
っ
て
い
る
そ
う
。
若
い
頃
か
ら
不
安
、

不
眠
、
調
経
に
効
く
処
方
を
受
け
て
い
た
と
い
う

事
が
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
そ
う
で
す
。
中
で
も

歳
で
初
め
て
処
方
さ
れ
た
「
延
齢
益
寿
丹
」
。

数
十
種
の
生
薬
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
現

在
手
に
入
ら
な
い
モ
ノ
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で

今
や
幻
の
薬
。
北
里
大
研
究
チ
ー
ム
の
調
査
に
よ

る
と
、
そ
の
効
能
は
倦
怠
感
、
不
眠
、
精
神
不
安
、

更
年
期
障
害
。
同
年
代
女
性
と
し
て
は
さ
ぞ
や
と

お
察
し
申
し
ま
す
。
中
で
も
、
「
遠
志
」
と

お

ん

じ

「
石
菖
蒲
」
な
る
生
薬
。
こ
れ
は
脳
の
機
能
改
善
、

せ
き
し
ょ
う
ぶ

活
性
化
、
記
憶
力
判
断
力
の
維
持
に
効
果
が
あ
る

そ
う
で
、
ま
さ
に
「
西
太
后
の
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン

グ
の
秘
密
」
。
私
が
弱
っ
て
ボ
ケ
た
ら
こ
の
国
は

列
強
に
侵
略
さ
れ
て
し
ま
う
！
と
い
う
彼
女
の
リ

ク
エ
ス
ト
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
て

も
興
味
深
い
！
是
非
飲
ん
で
み
た
い
も
の
で
す
。

西
太
后
が
な
ぜ
悪
女
と
呼
ば
れ
る
か
。
そ
れ
は

た
っ
た
一
冊
の
本
に
よ
る
と
研
究
者
は
言
い
ま
す
。

北
京
在
住
の
英
人
、
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
が
著
し
た

『
西
太
后
治
下
の
中
国
』
。
英
政
府
の
秘
密
工
作

員
だ
っ
た
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
は
、
西
太
后
は
残
虐
で

奢
侈
贅
沢
の
暴
君
な
ど
と
悪
口
雑
言
。
こ
ん
な
ひ

ど
い
独
裁
者
の
下
で
苦
し
ん
で
い
る
中
国
民
衆
を

救
う
為
に
、
英
は
出
兵
す
る
ん
だ
と
い
う
、
清
国

侵
攻
へ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
書
か
れ
た
の
だ

ろ
う
と
。
し
か
し
そ
れ
が
内
外
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
り
、
西
太
后
は
稀
代
の
悪
女
へ
転
落
。
悪
い

噂
の
方
が
面
白
が
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
、
拡
散
す
る

の
は
人
間
の
サ
ガ
で
し
ょ
う
か
。

訶
梨
帝
母
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『
私
説
法
然
伝
』(

５
９)

六
道
を
見
た
③

先
月
号
で
は
東
国
に
お
け
る
頼
朝
の
軍
事
政
権

に
つ
い
て
と
義
経
ら
が
義
仲
を
討
ち
滅
ぼ
す
こ
と

ま
で
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
今
月
号
は
そ
の
続

き
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

【
西
国
に
て
体
制
を
立
て
直
し
た
平
家
一
門
は
、

再
び
中
央
の
奪
還
を
目
指
し
て
福
原
ま
で
勢
力
を

盛
り
返
し
て
い
た
。
寿
永
三
年(

一
一
八
四
年)

後

白
河
帝
は
平
家
追
討
と
三
種
の
神
器
の
奪
還
を
頼

朝
に
命
じ
た
。
そ
し
て
義
経
・
頼
範
に
軍
勢
を
率

い
さ
せ
て
平
家
と
の
合
戦
に
及
ぶ
。
「
一
の
谷
の
合

戦
」
と
呼
ば
れ
る
平
家
が
京
の
都
奪
還
の
本
拠
地

と
し
て
い
た
福
原
へ
の
侵
攻
戦
で
あ
る
。
本
隊
は

頼
範
が
率
い
て
お
り
西
国
街
道
か
ら
福
原
の
東
側

の
生
田
口
へ
侵
攻
し
平
知
盛
・
平
重
衡
ら
平
家
軍

い
く

た

ぐ
ち

本
隊
と
相
対
す
る
。
義
経
ら
は
別
働
隊
と
し
て
丹

波
街
道
を
侵
攻
し
、
三
草
山
で

平

資
盛
ら
の
軍

た
い
ら
の
す
け
も
り

勢
を
夜
襲
で
破
り
、
そ
の
後
軍
勢
を
さ
ら
に
分
け

て
福
原
を
目
指
し
て
侵
攻
す
る
。
義
経
ら
は
一
の

谷
方
面
・
塩
屋
口
、
義
経
軍
の
別
働
隊
は
山
の
手

方
面
・
夢
野
口
へ
侵
攻
し
た
。
二
月
七
日
各
方
面

で
源
氏
と
平
家
の
軍
勢
が
激
突
す
る
。
こ
の
時
に

義
経
軍
に
加
わ
っ
て
い
た
の
が
熊
谷
次
郎
直
実

く
ま
が
い

じ

ろ
う
な
お
ざ
ね

で
あ
る
。
直
実
は
先
駆
け
と
し
て
平
家
軍
へ
攻
撃

を
仕
掛
け
て
い
る
。
義
経
ら
が
各
方
面
で
の
戦
い

に
勝
利
し
、
本
隊
の
頼
範
も
総
攻
撃
を
仕
掛
け
て

平
家
軍
は
劣
勢
と
な
り
敗
走
す
る
。
平
家
の
総
大

将
で
あ
っ
た
宗
盛
は
敗
北
を
悟
り
安
徳
天
皇
と
三

種
の
神
器
と
共
に
四
国
・
屋
島
へ
と
逃
れ
た
。
こ

や

し
ま

の
戦
い
で
平
家
側
の
主
だ
っ
た
将
が
多
く
討
ち
取

ら
れ
、
戦
上
手
の
平
重
衡
は
捕
虜
と
な
っ
て
し
ま

う
。
屋
島
に
逃
れ
た
宗
盛
は
、
こ
の
島
を
本
拠
地

と
し
て
要
塞
化
し
、
弟
の
知
盛
は
下
関
の
彦
島
を

要
塞
化
し
、
源
氏
と
戦
い
続
け
る
事
に
な
る
。
義

経
軍
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
直
実
は

平

敦
盛
を
討

た
い
ら
の
あ
つ
も
り

ち
取
っ
た
と
『
平
家
物
語
』
に
あ
る
。
こ
の
戦
い

の
後
、
所
領
の
裁
判
な
ど
で
心
労
が
重
な
っ
た
直

実
は
出
家
し
、
法
然
上
人
と
出
会
う
。
捕
虜
と
な

っ
た
重
衡
は
三
種
の
神
器
と
の
交
換
で
開
放
す
る

と
、
後
白
河
帝
の
交
渉
材
料
に
さ
れ
る
が
、
宗
盛

は
後
白
河
帝
に
完
全
に
不
信
感
を
抱
い
て
お
り
、

交
渉
は
決
裂
し
た
。
こ
の
戦
い
に
よ
り
平
家
は
事

実
上
福
原
か
ら
京
の
都
へ
再
び
舞
い
戻
る
事
は
不

可
能
と
な
っ
た
が
、
今
だ
三
種
の
神
器
並
び
に
安

徳
天
皇
を
擁
し
て
お
り
、
源
氏
は
戦
い
に
勝
利
し

た
も
の
の
、
そ
の
戦
い
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
白
河
帝
は
三
種

の
神
器
を
持
た
な
い
状
況
で
後
鳥
羽
天
皇
を
即
位

さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
後
白
河
帝
と
平
家
は
完
全

に
決
裂
し
た
の
で
あ
る
。

知
盛
は
彦
島
を
拠
点
に
九
州
の
兵
を
集
め
徹
底

抗
戦
を
半
年
間
続
け
る
。
し
か
し
宗
盛
が
守
る
屋

島
が
義
経
の
奇
襲
に
よ
り
あ
っ
さ
り
と
陥
落
し
て

し
ま
う
。
つ
い
に
平
家
は
彦
島
に
追
い
詰
め
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。】

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)

源義経像
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首
相
の
「
桜
を
見
る
会
」
で
野
党
が
大
騒
ぎ
し

て
い
ま
す
。
桜
は
春
の
も
の
で
す
が
、
ど
う
し
て

今
頃
？

モ
リ
カ
ケ
問
題
で
国
会
審
議
を
散
々
サ

ボ
り
ま
し
た
ね
。
ま
た
空
振
り
で
は
・
・
・
。

招
待
さ
れ
た
タ
レ
ン
ト
の
中
に
は
「
な
ぜ
私
が

選
ば
れ
た
か
わ
か
ん
な
い
」
と
言
っ
て
、
周
り
か

ら
「
行
く
な
よ
」
と
突
っ
込
ま
れ
た
人
。
「
知
ら

ん
オ
ッ
サ
ン
と
（
桜
を
）
見
た
な
い
わ
」
と
今
年
も・

招
待
を
断
っ
た
千
原
ジ
ュ
ニ
ア
な
ど
な
ど
。

庶
民
の
花
見
を
描
い
た
江
戸
落
語
の
『
長
屋
の

花
見
』
、
さ
わ
り
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
と
、

大
家
さ
ん
か
ら
長
屋
一
同
揃
っ
て
出
て
来
い
と

言
わ
れ
、
溜
め
て
い
る
店
賃
の
催
促
か
と
思
っ
た

ら
、
酒
瓶
が
三
本
に
卵
焼
き
と
蒲
鉾
が
入
っ
て
い

る
と
い
う
お
重
を
出
さ
れ
た
。
「
桜
を
見
に
行
こ

う
」
と
誘
わ
れ
て
出
掛
け
る
こ
と
に
。

一
方
、
上
方
落
語
の
『
貧
乏
花
見
』
で
は
、
雨

模
様
で
出
仕
事
に
行
き
そ
び
れ
た
裏
長
屋
の
連
中

た
ち
が
、
花
見
に
出
か
け
る
人
々
を
見
て
、
自
分

た
ち
も
花
見
を
し
よ
う
と
相
談
す
る
の
が
発
端
。

こ
こ
に
東
西
の
気
質
の
違
い
が
表
れ
て
い
ま
す
。

お
酒
の
代
わ
り
に
「
お
茶
け
」
を
用
意
し
ま
す

・

・

・

が
、
「
酒
も
な
い
の
に
行
け
る
か
い
な
」
と
反
対

す
る
男
が
い
る
。
そ
こ
で
兄
貴
分
が
言
う
台
詞
が
、

「
心
ま
で
貧
乏
す
な
よ
。
あ
っ
ち
が
酒
盛
り
や
っ

た
ら
、
こ
っ
ち
は
茶
か
盛
り
や
。
人
間
、
気
の
持

・

・

・

・

ち
よ
う
や
な
い
か
。
気
で
気
を
養
え
」
。
こ
れ
が

噺
の
作
者
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

持
ち
寄
っ
た
肴
は
と
い
う

と
、
「
長
い
な
り
」
と
は
オ

カ
ラ
、
「
カ
マ
ボ
コ
」
と
聞

き
違
え
た
の
は
飯
の
焦
げ
、
「
玉
子
の
巻
焼
」
は

沢
庵
と
い
っ
た
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
に
は

無
さ
そ
う
な
メ
ニ
ュ
ー
。

緋
毛
氈
の
代
わ
り
に
梅
干
し
を
並
べ
る

筵

を

ひ

も
う
せ
ん

む
し
ろ

広
げ
、
幔
幕
を
張
ろ
う
と
女
房
連
中
の
腰
巻
を
吊

る
す
。
こ
う
し
て
花
見
の
宴
が
始
ま
る
の
で
す
。

こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
分
相
応
の

「
桜
を
見
る
会
」
を
選
ん
で
出
席
す
れ
ば
良
い
と

い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

臨
済
宗
の
開
祖
、
臨
済
義
玄
の
言
葉
と
し
て

り
ん
ざ
い

ぎ

げ
ん

良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、

「
随
処
に
主
と
作
れ
ば
、
立
処
皆
真
な
り
」

ず
い
し
よ

し
ゆ

な

り
つ
し
よ
み
な
し
ん

い
つ
、
い
か
な
る
場
所
で
も
、
そ
こ
で
し
っ
か

り
主
体
性
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
ど
こ
に
い
よ
う
と

そ
こ
が
真
実
の
場
所
（
素
晴
ら
し
い
所
）
だ
、
と

い
う
意
味
で
す
。

首
相
か
ら
の
招
待
な
ら
普
通
は
行
く
で
し
ょ
う

が
、
説
明
が
つ
か
な
く
な
っ
た
政
府
は
来
年
の

「
桜
を
見
る
会
」
は
中
止
と
発
表
し
ま
し
た
。

立
場
上
、
本
音
を
明
か
せ
な
い
人
が
い
ま
す
。

黙
っ
て
従
わ
な
い
と
辞
め
る
し
か
な
い
業
務
命
令

が
下
り
て
く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
で

も
自
分
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
周
囲
の
環
境
や
時

間
が
変
化
し
て
も
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
け
ば
、

状
況
が
必
ず
良
く
な
る
と
い
う
教
え
な
の
で
す
。

中
国
唐
代
の
禅
僧
の
教
え
を
日
々
実
行
す
る
の

は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

人
間
の
中
身
に
関
す
る
目
標
は
高
く
掲
げ
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

迷
走
坊

Vol.238 2019.12.01発行



続
・
観
経
物
語(

６)

観
経
要
讃

五
、
佛
陀
は
慈
言
垂
れ
た
ま
ひ

じ

げ
ん

汝
は
知
る
や
阿
彌
陀
佛

こ
ヽ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず

心
眼
ひ
ら
く
人
や
見
む
。

前
回
ま
で
に
、
韋
提
希
夫
人
は
佛
陀(
釈
尊)

に
対

し
て
「
わ
が
た
め
に
、
ひ
ろ
く
憂
脳
な
き
処
を
説
き
た

ま
え
。
わ
れ
、
ま
さ
に
往
生
す
べ
し
」
と
請
い
、
さ
ら
に

「
わ
れ
を
し
て

清

浄

業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
へ
」

し
よ
う
じ
よ
う
ご
つ
し
よ

と
重
ね
て
請
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
憂
い
が
な
く

て
清
き
処
と
は
「
浄
土
」
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
ま

し
た
。
こ
の
と
き
、
佛
陀(

釈
尊)

は
、
眉
間
か
ら
光
を

放
ち
十
方
を
照
ら
し
、
そ
の
光
は
還
っ
て

台

と
な
り
、

か
え

う
て
な

そ
の
中
に
は
十
方
諸
佛
の
浄
妙
な
国
土
が
現
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
佛
陀(

釈
尊)

が
韋
提
希
の
た
め
に
「
佛

力
」
を
用
い
て
現
し
た
の
で
す
。
韋
提
希
は
諸
佛
の

色
々
な
浄
土
の
な
か
か
ら
「
こ
の
諸
佛
の
土
、
ま
た
清

浄
に
し
て
み
な
光
明
あ
り
と
い
え
ど
も
、
わ
れ
、
い
ま
、

極
楽
世
界
、
阿
弥
陀
佛
の
所
に
生
ま
れ
ん
こ
と
を
楽

う
」
と
言
っ
て
、
唯
、
極
楽
浄
土
を
選
ん
で
、
さ
ら
に

「
願
わ
く
は
、
世
尊
よ
、
わ
れ
に
『
思
惟
＝
浄
土
の
佛
・

し

ゆ
い

菩
薩
な
ど
や
、
国
土
の
有
り
様
を
思
い
浮
か
べ
想
念

を
寄
せ
、
心
に
映
つ
す
方
法
』
と
『

正

受
＝
心
が
集

し
よ
う
じ
ゆ

中
・
統
一
し
て
極
楽
浄
土
の
有
り
様
や
、
佛
・
菩
薩
な

ど
と
の
、
観
察
と
対
象
が
統
合
さ
れ
る
方
法
』
を
教

え
た
ま
え
」
と
、
請
い
願
っ
た
の
で
す
。
こ
の
韋
提
希
の

「
請
」
に
対
し
た
佛(

釈
尊)

の
お
答
が
「
汝
よ
い
ま
、
知

る
や
否
や
、
阿
弥
陀
佛
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら

ざ
る
を
。
汝
よ
、
ま
さ
に
心
を
繋
け
て
、
か
の
国
の
浄

業
を
成
ぜ
し
者
を
諦
観
す
べ
し
」
と
言
う
も
の
で
し
た
。

今
回
の
関
本
諦
承
師
の
要
讚(

五)

は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を

説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
関
本
師
は
、
韋
提
希
が
十

方
の
浄
土
の
中
か
ら
極
楽
浄
土
を
選
び
、
そ
の
国
に

往
生
す
る
こ
と
を
願
っ
た
場
面
に
は
触
れ
て
お
ら
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
韋
提
希
が
選
ん
だ
浄
土
が
、
阿
弥
陀

佛
の
極
楽
浄
土
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
な
ぜ

知
っ
て
い
た
の
か
と
か
、
ま
た
韋
提
希
の
よ
う
な
心
の

乱
れ
た
人
が
な
ぜ
極
楽
浄
土
の
よ
う
な
、
清
浄
で
人

の
心
想
を
超
え
る
よ
う
な
佛
の
世
界
を
観
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
触
れ
ず
の
ま
ま
で
す
。

韋
提
希
が
極
楽
浄
土
や
阿
弥
陀
佛
の
名
を
知
っ
て
い

た
こ
と
は
佛
陀(

釈
尊)

の
弟
子
の
説
法
を
既
に
聞
い
て

い
る
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
で
す
し
、
韋
提
希
が
請
し

た
思
惟
・
正
受
な
ど
の
観
法
は
、
往
生
し
た
い
と
す
る

韋
提
希
の
修
行
に
は
相
応
し
く
な
い
方
法
で
、
本
当

は
佛
陀(

釈
尊)

の
お
答
え
を
導
き
出
す
た
め
の
便
法

で
あ
る
か
ら
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
、

い
き
な
り
「
心
眼
ひ
ら
く
人
や
見
む
」
と
言
っ
て
、
本

当
は
修
行
で
な
く
佛
の
力
で
心
の
眼
を
開
い
た
人
が

観
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
韋
提
希
に
自
分
の
努
力
や

修
行
に
心
を
傾
け
て
は
い
け
な
い
と
釘
を
指
し
て
お

ら
れ
る
と
、
師
は
読
み
解
き
、
私
た
ち
に
示
さ
れ
て

お
ら
れ
る
の
で
す
。

《
妙
星
斎
》
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