
普段着のわたしたち

四月某日、雨の中の入園式でした。

チビの靴は汚れるし、私の着物にもハネ

が上がるじゃない（涙）。

しかし、お釈迦様のご誕生の際に、龍が

歓喜の甘露の雨を降らせたことを思いつつ、

これも有りかと気をとりなおして。

元気に楽しく優しく幼稚園生活を送って

欲しいと願うばかりです。 訶梨帝母

気温も上がり桜の開花時期になりますと

気持ちも何となく上向きになるものです。

毎年見るのを楽しみにしている桜がいくつ

かあります。

今年も見事に咲いていました。有名スポ

ットの桜もいいですが、あまり知られてい

ない自分だけのお気に入りの場所を見つけ

るのも楽

しいもの

です。

征阿

岐阜では、きつね蕎麦のことを「おば

け」と言います。きつねは化けるからです。

最近、駅蕎麦で理想の「おばけ」に出会

いました。汁

は関西風。村

上龍著『限り

なく透明に近

いブルー』の

タイトルを彷彿させてくれるような汁。蕎

麦は細切り適度な香り。京風のおあげさん

が丸々１枚。適度な量のとろろ昆布が浮か

び、薬味は葱と柚子です。それに卓上ポッ

トには良い濃さの蕎麦湯が飲み放題です。

ちなみに 5 月 14 日は「きつね稚児行

列」が行われます。詳しくはＨＰ「ようこ

そ専養寺」☜で検索を… 「おばけ行列」

ではありません。 俊徳丸

車で出掛けて渋

滞に巻き込まれた

ら、音楽でも聴い

て落ち着こうと思

います。ご詠歌？

ま、好きずきです

けど。最近よく聴くのがカウンターテナー

のスラヴァ。特にカッチーニのアヴェ・マ

リアはイライラが収まります。宗教は違っ

ても良いものには耳を傾けたい。 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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春
到
来
。
心
待
ち
に
し
て
い
た
桜
も
散
り
、
あ

と
は
掃
除
の
み
。
桜
の
木
が
庭
に
あ
る
っ
て
素
敵

♡
と
思
う
の
は
一
年
の
う
ち
で
ほ
ん
の
十
日
で
し

ょ
う
か
。
花
び
ら
を
掃
き
終
え
れ
ば
間
も
な
く
毛

虫
が
降
り
、
夏
が
過
ぎ
れ
ば
大
量
の
落
ち
葉
。
掃

い
て
も
掃
い
て
も
次
か
ら
次
へ
。
雑
草
も
然
り
。

寒
さ
に
甘
ん
じ
て
油
断
し
て
い

た
う
ち
に
ム
ク
ム
ク
と
育
ち
、

ま
た
雑
草
と
戦
う
日
々
が
始
ま

り
ま
し
た
。
ま
る
で
煩
悩
の
如

し
と
諦
め
て
、
そ
れ
で
も
季
節

を
感
じ
ら
れ
る
庭
を
愛
で
、
感
謝
を
込
め
て
掃
除

め

す
る
わ
け
で
す
が
、
時
々
心
が
折
れ
る
日
も
あ
り

ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
衣
替
え
の
季
節
で
す
。
今
回
は
世
の

奥
様
と
共
感
し
た
く
、
洗
濯
の
お
話
。

私
は
衣
服
を
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
す
の

が
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
薬
剤
で
綺
麗

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
信
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
水

で
ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
洗
わ
な
い
と
洗
っ
た
気
が
し
な

い
の
で
す
。
セ
ー
タ
ー
類
、
毛
布
、
カ
ー
ペ
ッ
ト

も
ほ
と
ん
ど
家
で
洗
い
ま
す
。
洗
濯
機
で
回
ら
な

い
も
の
は
浴
槽
で
足
踏
み
洗
い
を
し
ま
す
。
和
服

も
長
襦
袢
程
度
な
ら
家
庭
で
洗
え
ま
す
。

こ
こ
で
長
年
の
懸
案
、
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は

い
か
に
。
こ
れ
ば
か
り
は
毎
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

出
し
て
い
ま
し
た
。

齢

四
十
も
後
半
に
な
る
と

よ
わ
い

冬
の
寒
さ
が
身
に
し
み
る
の
で
、
皮
膚
と
同
化
す

る
ほ
ど
毎
日
着
た
お
し
た
ダ
ウ
ン
。

業
者
に
出
す
と
意
外
と
お
高
い
。

ユ
ニ
ク
ロ
の
安
価
な
ダ
ウ
ン
な
ど

３
回
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
た
ら
、

新
し
い
の
買
っ
た
ほ
う
が
安
い
の
で

は
、
と
思
う
ほ
ど
。
か
と
い
っ
て
、

破
れ
な
い
と
捨
て
ら
れ
な
い
「
モ
ッ

タ
イ
ナ
〜
イ
」
が
口
癖
の
私
。

あ
る
晩
、
息
子
と
お
風
呂
で
ア
ヒ
ル
の
玩
具
で

遊
ん
で
お
り
ま
し
た
。
気

づ
い
た
ん
で
す
、
彼
ら
の

羽
は
水
に
濡
れ
て
い
る
じ

ゃ
ん
か
〜
、
み
ん
な
水
鳥

だ
わ
！
と
。

 

早
速
、
ネ
ッ
ト
に
入
れ
て
洗
濯
機
に
投
入
。
最

初
は
安
物
ダ
ウ
ン
か
ら
。
中
性
洗
剤
と
弱
水
流
。

脱
水
し
て
出
来
上
が
っ
た
様
子
は
ペ
シ
ャ
ン
コ
。

や
は
り
失
敗
で
あ
っ
た
か
と
消
沈
。

と
こ
ろ
が
、
干
し
て
み
る
と
見
事

復
元
。
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
は
落
ち
に

く
か
っ
た
襟
元
も
す
っ
か
り
綺
麗
に
。

溶
剤
独
特
の
匂
い
も
な
く
、
気
持
ち
の
良
い
仕
上

り
に
な
り
ま
し
た
。
味
を
し
め
た
私
は
、
次
に
ち

ょ
っ
と
上
等
ダ
ウ
ン
も
洗
濯
機
に
。

結
果
、
我
が
家
の
ダ
ウ
ン
は
全
て
復
活
を
遂
げ

ま
し
た
。
あ
る
日
の
我

が
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
は
、

満
艦
飾
で
家
族
全
員
の

ダ
ウ
ン
が
春
風
に
揺
れ

て
い
ま
し
た
。

私
と
同
じ
思
い
を
お
持
ち
だ
っ
た
奥
様
方
、
い

ざ
挑
戦
。
万
が
一
ボ
ロ
ッ
と
し
て
し
ま
っ
て
も
、

責
任
は
負
え
ま
せ
ん
の
で
悪
し
か
ら
ず
。

訶
梨
帝
母
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『
私
説
法
然
伝
』(

２
８)

極
楽
へ
の
道
③

先
月
号
で
は
法
然
上
人
と
師
の
叡
空
と
の
論
争

に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
今
月
は
そ
の
続
き
に
な

り
ま
す
。

【
念
佛
と
は
何
か
？
ま
ず
言
葉
と
し
て
「
念
」
と

「
佛
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
念
」
と
は
念
じ
る
こ
と
。
念
じ
る
と
は
常
に
心

に
思
う
こ
と
。
常
に
心
に
思
う
と
は
、
記
憶
し
忘

れ
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
常
に
心
に
佛
を
思
う
、

記
憶
し
忘
れ
な
い
と
い
う
「
行
い
」
が
本
来
的
な

意
義
で
あ
っ
た
。
念
佛
の
歴
史
は
古
く
、
元
来
は

釈
尊(

ブ
ッ
ダ)

に
対
す
る
「
念
佛
」
で
あ
っ
た
。

釈
尊
に
対
し
て
の
佛
弟
子
達
の
「
念
佛
」
は
「
南
無
な

む

佛
」
と
唱
え
称
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ

ぶ
つ

た
た

く
ま
で
追
憶
で
あ
っ
た
り
帰
依
で
あ
っ
た
り
讃
嘆

さ
ん
た
ん

の
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
釈
尊
の

入

滅
と
共
に
「
念
佛
」
の
持
つ
意
義
が
変
化
し

に
ゆ
う
め
つ

て
い
く
。
人
間
と
し
て
の
釈
尊
へ
の
「
念
佛
」
か

ら
佛
教
の
根
本
的
な
も
の
「
法
」(

教
え
・
真
理)

と
し
て
の
釈
尊
へ
の
「
念
佛
」
へ
と
変
化
し
て
い

っ
た
で
あ
る
。
特
に
「
佛
」
は
人
々
の
苦
悩
を
よ

く
す
く
い
取
る
「
大
慈
悲
」
を
そ
な
え
て
い
る
、

だ
い

じ

ひ

そ
の
大
慈
悲
を
自
分
自
身
も
実
践
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
目
指
す
た
め
の
「
念

佛
」
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
や
が
て
大
乗

佛
教
の
発
展
に
よ
り
念
佛
の
対
象
と
な
る
佛
が
広

が
っ
て
い
っ
た
。「
阿
弥
陀
佛
」
へ
の
「
念
佛
」
の

起
こ
り
で
あ
る
。

で
は
阿
弥
陀
佛
へ
の
「
念
佛
」
と
は
何
で
あ
る
の

か
？
】

先
月
に
書
い
た
法
然
上
人
と
師
の
叡
空
と
の
論

争
の
火
種
は
「
念
佛
」
に
つ
い
て
で
し
た
。

こ
の
「
念
佛
」
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
と

掘
り
下
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
法
然
上
人
と
叡
空
の

論
争
の
中
身
が
見
え
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
念
佛
」
と
い
う
言
葉
を
分
解
し
て
考
え
て
み

ま
す
と
、
念
に
は
記
憶
し
忘
れ
な
い
と
い
う
意
義

が
本
来
的
に
あ
り
、
佛
と
は
元
々
は
釈
尊
を
指
し

て
い
ま
し
た
が
釈
尊
入
滅
後
は
「
人
間
」
釈
尊
か

ら
そ
の
教
え
そ
の
も
の
を
念
じ
て
い
く
こ
と
に
変

化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
佛
教
の
歴
史
が
進
む
に
つ
れ
て
「
佛
」

と
い
う
も
の
が
教
え
に
対
す
る
解
釈
の
「
深
度
」

が
深
ま
る
に
つ
れ
多
様
性
を
増
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
「
佛
」
に
対
し
て
「
念
佛
」
も
ま
た

「
深
度
」
を
増
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
登
場
し
ま
す
の
が
「
阿
弥
陀
佛
」
と
な
る

の
で
す
。
「
阿
弥
陀
佛
」
を
「
念
佛
」
す
る
、
現

在
の
常
識
で
言
え
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
？
そ
こ
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

法
然
上
人
が
新
し
い
方
法
論
を
模
索
さ
れ
る
中

で
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
こ
の

「
阿
弥
陀
佛
」
と
「
念
佛
」
と
な
る
の
で
す
。

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)
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お稲荷さまと共に 

 宮崎駿監督の映画『となりのトトロ』のなか

で、雨の雫の音と共にお稲荷さまが神秘的に描

かれています。ウチのお寺で生まれ育った父や

叔父叔母も私も不思議

なお稲荷さまと共に育

ちました。 

  

 ウチのお寺のお稲荷

さまは、「泉養稲荷(せんよういなり)」という

お名前で、戦国時代に広島で戦火にあい、焼け

出され美濃の地までいらっしゃいました。当寺

の大空和尚の時代、村娘の「おふじさん」にの

りうつり、「このお寺の近くに祀って欲しい」

とお告げをされました。それが始まりで当寺の

鎮守社としてお守りいただいています。最初は、

大空さんの「大」と娘ふじさんの「藤」を取り

「大藤稲荷(だいとういなり)」と言うお名前で

した。私が住職になる 1年前に境内の枯れた井

戸が蘇った縁で、その就任時に「泉養稲荷」と

お名前を代えさせていただきました。「なんと

罰当たりな！」と思われるかも知れません。そ

の代わりに、平成 14年から 26年まで毎朝井戸

の水で水行をしました。神佛との対話では、こ

のように「交換条件」を示されることが多いの

です。現在ではこのお水を汲み、檀家さんの月

参りの際にお供えをし、亡き方々がたいへん喜

んでおられるのを感じます。 

 

 …小さな声でお話しますが、佛と違ってお稲荷さまな

ど萬の神はわがままでお世話が難しいです。たぶん、神

主さんは僧侶より大変な職業かも知れません。 

 私は幼少の頃、扁桃腺

が弱くよく熱を出し近所

の行きつけの医者へ連れ

ていかれました。たまに

ですが、「今日は喉が腫れ

ていないのに熱が出てい

ますね…」とお医者さんが言われます。すると

父は近所の子供がいる家を訪ね、同じように熱

をだして寝込んでいる子を探します。すると必

ずいるのです。父はその子供に、「お稲荷さん

の近くで何か悪さをしなかったかい？」と問い

ただすと、「お稲荷さんの横で立ち小便をした」

といいます。父はすぐにお寺へ帰り、その場所

に塩をまき般若心経をよみ謝ってくれました。 

  

 お稲荷さんは、汚い、騒がしいことがお嫌い

です。また、お社の周りが明る過ぎるのもお嫌

いで、庭師さんが入られる際は気を使います。 

 

 明治 22 年に国鉄東海道本線が岐阜まで開通

し、お寺の前で木曽川の鉄橋工事が行われまし

た。毎日、工夫さんが橋から木曽川へ落ちる事

故が続き、それが何日もですから気持ちが悪く

なり、現場の親方が当時の住職（私の曾祖父）

に相談に来ました。幸い川の水の中に落ちる人

ばかりで大けがをした人はなかったそうです。  

原因は工事の騒音をお稲荷さまが嫌われた

からです。曾祖父がお稲荷さまに謝り無事開通

しました。その時、曾祖父はお稲荷さまからど

んな「交換条件」を示されたのかはわかりませ

ん。でも命がけのものだったように思います。

その話が地域に広まり、通称「鉄道稲荷」呼ば

れるようになりました。      俊徳丸 



鐘
に
教
え
ら
れ
て

こ
の
稿
を
書
い
て
い
る
時
点
で
、
拙
寺
の

鐘
し
よ
う

楼
門
は
完
成
ま
で
あ
と
少
し
の
と
こ
ろ
で
す
。

ろ
う
も
ん

夕
焼
け
小
焼
け
で
日
が
暮
れ
て

山
の
お
寺
の
鐘
が
鳴
る

お
手
々
つ
な
い
で
み
な
か
え
ろ

か
ら
す
と
い
っ
し
ょ
に
か
え
り
ま
し
ょ
う

中
村
雨
紅

夕
日
が
沈
む
彼
方
に
は
極
楽
浄
土
が
あ
り
ま
す
。

お
寺
の
鐘
は
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
親
し
ま
れ
、

暮
れ
六
つ
の
鐘
を
聞
い
た
子
ど
も
た
ち
は
家
路
に

つ
き
ま
す
。
人
間
だ
け
で
な
く
、
烏
の
よ
う
な
動

物
に
も
「
い
っ
し
ょ
に
帰
ろ
う
」
と
声
を
か
け
て
。

生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
佛
に
な
る
種

が
宿
っ
て
い
る
。
童
謡
の
中
に
佛
教
の
大
切
な
教

え
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

お
寺
の
鐘
は
梵

鐘

と
言
わ
れ
ま
す
。
「
梵
」

ぼ
ん
し
よ
う

と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のB

rahm
a

の
音
写
で
、

「
神
聖
」
或
い
は
「
清
浄
」
を
意
味
し
ま
す
。

表
面
の
模
様
は

佛
の
姿
に
な
ぞ
ら

え
て
、
縦
・
横
の

帯
状
の
部
分
は
衣
、

上
部
の
乳
と
呼
ば

ち
ち

れ
る
突
起
は
螺
髪
、
撞
木
が
当
た
る
撞
座
の
部

ら

ほ
つ

つ
き

ざ

分
は
蓮
の
花
を
か
た
ど
っ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

鋳
物
技
術
は
中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
通
じ

て
、
崇

峻

天
皇
（
５
８
７
～
５
９
２
）
の
時
代

す

し
ゆ
ん

に
伝
来
し
ま
し
た
。
鋳
物
師
は
専
門
技
術
者
と
し

い

も

じ

て
朝
廷
の
庇
護
を
受
け
、
中
心
地
で
あ
っ
た
大
坂

の
河
内
地
方
か
ら
全
国
へ
広
が
り
ま
し
た
。

昭
和
二
十
三
年
再
鋳
造
の
拙
寺
の
鐘
に
は
、
岡

本
太
右
衛
門
尉
藤
原
定
篤
の
銘
が
あ
り
ま
す
。
岐

阜
市
で
四
百
五
十
年
続
く
会
社
の
第
十
四
代
の
当

主
様
。
ご
先
祖
は
織
田
信
長
公
に
仕
え
た
武
士
で
、

寛
延
二
年
（
１
７
４
９
）
に
朝
廷
よ
り
御
鋳
物
師

免
状
を
授
か
り
、
御
所
へ
燈
籠
を
献
上
し
た
際
に

「
鍋
屋
」
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
と
か
。

岐
阜
県
下
は
も
と
よ
り
、
名
古
屋
市
の
大
須
観

音
、
寅
さ
ん
で
お
馴
染
み
の
柴
又
帝
釈
天
な
ど
、

全
国
各
地
の
寺
院
の
梵
鐘
を
鋳
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

鐘
は
撞
木
に
よ
っ
て
本
来
の
音
色
を
際
立
た
せ

ま
す
。
今
ま
で
シ
ュ
ロ
の
木
を
ワ
イ
ヤ
ー
で
吊
っ

て
撞
木
に
し
て
い
た
の
を
止
め
、
金
属
製
で
木
製

の
頭
部
が
つ
く
も
の
に
替
え
ま
し
た
。
定
期
的
に

金
具
を
締
め
直
す
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

梵
鐘
と
撞
木
の
重
さ
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
こ

と
を
示
す
デ
ー
タ
が
あ
り
、
例
え
ば
百
貫
の
梵
鐘

に
は

・
５

の
も
の
が
最
適
の
よ
う
で
す
。

10

kg

取
り
付
け
に
際
し
て
は

レ
ー
ザ
ー
を
使
い
、
支
え

る
鎖
の
位
置
が
計
測
さ
れ
、

常
に
正
確
に
撞
座
に
当
た

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

お
陰
で
響
き
が
格
段
に
良

く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
残
響
時
間
も
延
び
ま
し

た
。
職
人
さ
ん
か
ら
「
一
打
し
た
後
、
次
の
一
打

ま
で

秒
空
け
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

30
こ
の
梵
鐘
は
英
霊
さ
ん
の
鎮
魂
と
平
和
を
願
っ

て
造
ら
れ
ま
し
た
。
今
、
朝
鮮
半
島
の
緊
張
が
極

度
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
稿
、
果
た
し
て
読

ん
で
も
ら
え
る
か
な
ぁ
・
・
・
。

迷
走
坊
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観
経
物
語(

１
０
５)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
59

散
善
（
さ
ん
ぜ
ん
）
上
品
上
生
そ
の
２

《
私
訳
》

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
韋
提
希
夫
人
が
釈
尊
に
、
憂
悩
の
な
い
心

い

だ
い

け

ぶ

に
ん

の
浄
ま
る
佛
の
国
に
生
ま
れ
か
わ
り
た
い
と
欣
い
、

き
よ

そ
の
よ
う
な
佛
の
国
が
あ
る
な
ら
観
て
確
か
め
た

い
と
釈
尊
に
願
っ
た
所
、
十
方
の
浄
土
を
お
見
せ

に
な
り
、
韋
提
希
は
そ
の
中
か
ら
極
楽
浄
土
を
選

び
、
こ
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。

そ
し
て
韋
提
希
は
、
極
楽
浄
土
を
ど
の
よ
う
に

思
惟(

深
く
集
中
し
て
思
う)

し
て
、
ど
の
よ
う
に

し

ゆ
い

正
受(

こ
こ
ろ
を
傾
け
受
け
入
れ
る)

す
れ
ば
よ
い

の
か
と
方
法
を
質
問
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

釈
尊
は
、
未
来
の
衆
生(

人
間
た
ち)

が
浄
土
に
生

ま
れ
る
た
め
に

浄

業(

清
い
行
い)

と
し
て
、
世

じ
よ
う
ご
う

せ

福(

過
程
や
世
の
中
で
の
道
徳
的
な
善
行)

・

ふ
く戒

福(

宗
教
的
な
決
ま
り
を
守
り
善
き
行
い
を
す

か
い
ふ
く

る)

・

行

福(

求
道
の
心
を
起
こ
し
大
乗
の
経
典

ぎ
よ
う
ふ
く

を
読
み
他
の
人
を
佛
の
道
に
導
引
す
る)

と
い
う
、

過
去
現
在
未
来
の
佛
が
行
う
べ
き

正

因(

浄
土

し
よ
う
い
ん

が
建
立
さ
れ
る
正
し
き
因
縁)

を
説
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
釈
尊
は
、
未
来
の
全
て
の
煩
悩
に

苦
し
み
悩
め
る
衆
生
の
た
め
に
、
そ
し
て
韋
提
希

の
た
め
に
、
心
の
浄
ま
る
修
行
法
を
説
き
明
か
そ

う
、
そ
れ
は
極
楽
浄
土
を
想
い
観
る
と
い
う
方
法

で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
聞
き
従
う
者
は
、
極
楽
浄

土
の
穏
や
か
で
清
浄
で
楽
し
い
有
り
様
を
思
い
浮

か
べ
観
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
迷

い
や
苦
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
釈
尊
は
さ
ら
に
韋
提
希
に
向
か
っ
て
、

汝
は
先
に
自
分
の
力
で
十
方
の
浄
土
か
ら
極
楽
浄

土
を
見
て
選
ん
だ
つ
も
り
で
い
る
が
、
汝
は
凡
夫

ぼ
ん

ぶ

(
愚
か
な
人
間)

で
、
心
の
想
い
も
劣
り
、
天
眼

て
ん
げ
ん

(

見
え
な
い
も
の
を
見
通
す)

も
な
い
か
ら
、
見
え

る
は
ず
が
な
い
。
見
え
な
い
も
の
が
見
え
た
の
は

諸
佛
如
来
の
異
方
便(

特
別
な
計
ら
い)

で
あ
る
。

い

ほ
う
べ
ん

と
、
言
わ
れ
た
の
で
、
韋
提
希
は
自
分
の
力
で
は

な
く
佛
の
異
方
便
、
他
力
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
た
ち
ど
こ
ろ
に

領

解(
理
解
し
納
得
す
る)

り
よ
う

げ

し
、
今
の
自
分
は
佛
の
力
・
他
力
異
方
便
で
極
楽

世
界
を
見
得
た
の
だ
が
、
未
来
の
衆
生
は
ど
の
よ

う
し
た
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
と

釈
尊
に
問
い
か
け
た
。

こ
の
請
い
に
応
え
て
先
ず
、
こ
れ
ま
で
十
三
の

ね
が

観
法
を
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は

韋
提
希
の
見(

た
も
の)

を
聞
と
し
て
、
未
来
の
衆

生
の
た
め
に
は
説
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
行
ず

る
の
で
は
な
く
他
力
を
知
る
た
め
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が

定

善
の
十
三
観
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

じ
よ
う
ぜ
ん

て
こ
こ
に
き
て
釈
尊
は
、
未
来
の
衆
生
は
凡
夫
で

あ
り
な
が
ら
も
極
楽
浄
土
を
想
い
、
生
ま
れ
た
い

(

往
生)

と
願
い
、
ど
の
よ
う
な
心
持
ち
で
行
為
を

し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
諸
相
を
分
別
し
て
説

か
れ
て
い
く
の
が
始
ま
っ
た
の
だ
な
と
、
と
り
あ

え
ず
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

《
妙
星
斎
》
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