
夕立や豆腐片手に走る人 正岡子規

明治の頃、豆腐を買う人は竹で編んだ豆腐籠を提げていったそうですが、この

人は手に持っていたのですね。突然辺りが暗くなって夕立に襲われ、豆腐片手に

走り出した。激しさを増す雨。濡れながらも豆腐だけはつぶすまいと焦りながら

らスピードを上げる。端から見ると面白いですが、この人の夕飯はどうなるのか。



普段着のわたしたち

寺務局で

印刷された

友引町内会

の 原 稿 で

す。これか

ら読み易い

ように並べ替えて一冊に纏め上げるのが編

集です。発送まで 3 日はかかります

幽思房

梅雨時に重宝

した車のガラス

の撥水剤。ただ、

高速道路走行前

は塗りません。

何故なら、120km/h を超えるとワイパー不

要なぐらい見事に水をはじいてくれるので、

ついつい・・・（＾＾；

露の身

８０歳になられる

お一人暮らしの翁

のお宅にお月参り

に伺っています。

行く度にお茶を

出 し て 下 さ い ま

す。夏場はアイス珈琲。

しかも氷が ♡ 型。彼が製氷機でこの氷を

作っているかと思うと、なんとも愛しい気

持ちがこみ上げてきます。

訶梨帝母

隣町のある通り沿

いに、「おおくま歯

科」と「こぐま歯

科」があります。

100 ｍも離れていま

せん。最近の私の悩

みの「種」です。ご

存じの方は、寺務局まで… (後日、すでに

あるテレビ番組で紹介されたことがわかり

ました。結果は…)

俊徳丸

５月に 10 数年ぶりに東京都内へ行きま

した。初めての明治神宮です。

空気感がとても心地よかったです。

征阿

九州の庵主さまから頂戴した焼酎が余り

に美味しかったので、岐阜駅構内の食品店

で同じ物を見つけた時には迷わず買い求め

ました。

旨いものは直ぐになくなります。残った

容器の使い道を考えると、小さい方の甕に

しておいて良かった。

私の拾骨の際には、

喉佛だけはここへ入れ

て欲しい。きっと幸せ

な気分になるでしょう。

迷走坊
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切なるお願い 
当誌読者の皆様には、これから私の正直な弱

音(毒)を吐き、坊さんの「本音」を語らせてい

ただきます。人間、時にはこんなことも必要で

しょう。少しの間、ご辛抱いただきますよう、

お願い申しあげます。 

 

今、7月 14日夜、７月盆(新暦盆)の５日間の

盆参りが終わり、安堵しつつ、この原稿を書い

ています。例年通り相棒Ｍ君と 500軒弱の盆参

りをしました。岐阜県では、美濃加茂市など東

濃地方と岐阜市中心部の柳ケ瀬付近が新暦で

お盆を迎えます。 

 

８月盆との大きな違いと７月盆のお参りの

難しさは、梅雨時のまだ体が十分に暑さに順応

していない状態で臨まなければならない点で

す。特に昨年は、７月 10日に岐阜県地方は「梅

雨明け」となり、連日真夏の「カンカン照り」

でした。７月盆で一度も傘を使用しないことは

初めてです。私もこれまで「暑さ」を甘く見て

いたことに気づかされました。「もう、若くな

いのだからと…」と、知人から忠告されていた

矢先の出来事です。お参り最中に溢れ出る汗が

止まらなくなり、やがて寒気がしてきました。

意識が朦朧としてきましたが、お経だけは称え

続ける我が身が不思議に思え、「蜃気楼」のよ

うな、ある意味貴重な体験をしました。 

 

そんな命の危険を感じた昨年の経験から、今

年は色々対策を致しました。まず基本中の基本、

襦袢の下には、ユニクロ製の「エアリズム」を

着用すること。これは

私たち数年前から常識

とされていた事。更に

今年、相棒Ｍ君は、移

動中の日傘に「小型扇風機」付きのもの用意

してくれました。そんなものが存在することも

驚きですが、楽天で購入したそうです。初日は

バカにしていたのですが、これが使用してみる

とかなりの威力で、私も早々購入しました。 

 

「風」は重要なポイントです。エアコンは、

お部屋に入った瞬間は「涼しい！」と極楽浄土

を感じますが、汗は全く引きません。団扇の風

でも汗は止まります。汗が引けば体力も温存さ

れます。是非、「扇風機」を御用意いただきた

いと思います。しかし、ここにも問題点が… 

 

檀家の皆さんは、僧侶の後方に扇風機を設置

されています。そうすると、その風で蝋燭の灯

が消えそうになり、そこで夫婦喧嘩が始まるパ

ターンを多く見ました。僧侶後方に設置した奥

さんが責められるのは気の毒です。それではど

うでしょう、私の提案です。扇風機は出来る限

りお佛壇と平行線上に設置し、斜め 45 度の角

度でお坊さんに向けて風を送ることを提案い

たします。この際、首降り機能は不要です。「直

球」でお願いします。お坊さんの後方位置から

の送風ですと、お坊さんの汗臭い風がお佛壇に

直撃いたしますので避けたいところです。 

 

最近の異常気象、寺方も命がけの「盆参り」

です。何卒ご協力を願います。失礼しました。               

俊徳丸 



『
私
説
法
然
伝
』(

１
９)

法
然
誕
生
③

先
月
号
で
は
法
然
上
人
が
比
叡
山
を
下
り
て
嵯さ

峨
の
清
涼
寺
へ
向
か
わ
れ
る
決
意
を
さ
れ
た
と

が

せ
い
り
よ
う

じ

こ
ろ
ま
で
書
き
ま
し
た
。

こ
の
嵯
峨
の
清
涼
寺
と
は
源
氏
物
語
に
て
主
人

公
の
光
源
氏
が
建
立
し
た
「
御
堂
」
で
あ
る
と
も

み

ど
う

言
わ
れ
て
い
る
寺
院
で
す
。
別
名
を
嵯
峨
釈
迦
堂

と
も
言
い
、
釈
尊
在
世
の
お
姿
を
刻
ま
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
三
国
伝
来
の
釈
迦
像
が
古
来
よ
り
人
々

の
信
仰
を
集
め
て
い
た
の
で
す
。

【
嵯
峨
の
清
涼
寺
に
は
身
分
の
上
下
も
老
若
男

女
も
関
係
な
く
ひ
た
す
ら
「

佛

」
を
求
め
る

ほ
と
け

人
々
に
あ
ふ
れ
て
い
た
と
い
う
。
法
然
上
人
は
そ

こ
で
七
日
間
を
過
ご
す
。
自
ら
が
も
と
め
る
「
さ

と
り
」
へ
の
到
達
を
祈
願
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

伝
記
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
法
然
上
人
が
そ
こ
で

何
を
見
て
、
何
を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

お

そ
ら
く
は
比
叡
山
で
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
光
景

で
は
な
か
ろ
う
か
？
比
叡
山
延
暦
寺
は
女
人
禁
制

で
あ
っ
た
。
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、

佛
の
教
え
を
求
め
る
僧
侶
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
僧

侶
に
よ
る
僧
侶
の
た
め
の
聖
域
で
あ
っ
た
。
嵯
峨

の
清
涼
寺
も
ま
た
「
佛
」
を
求
め
る
人
々
で
あ
ふ

れ
て
い
た
。
高
貴
な
身
分
と
さ
れ
る
人
々
も
、
女

性
も
、
老
人
も
若
者
も
区
別
な
く
、
そ
こ
で

「
佛
」
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
光
景
が

法
然
上
人
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
に
く
い
。
確
実
に
何
か
し
ら
の
影
響
・
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
七
日
間
の

参
籠
の
後
、
法
然
上
人
は
再
び
「
求
法
」
の
旅
に

ぐ

ほ
う

出
る
こ
と
に
な
っ
た
】

法
然
上
人
は
「
求
法
」
の
成
就
の
祈
願
の
た
め

に
嵯
峨
の
清
涼
寺
へ
七
日
間
参
籠
し
た
の
で
す
が
、

個
人
的
な
見
方
で
す
が
、
法
然
上
人
は
黒
谷
の
経

蔵
に
籠
も
り
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の
限
界
を
感
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り

は
従
来
の
「
求
法
」
、
方
法
論
に
対
し
て
限
界
点

を
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
嵯
峨
の
清
涼
寺
で
の
七
日
間
は
法
然
上

人
に
と
っ
て
極
め
て
印
象
深
い
、
ま
た
「
視
点
」

を
変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
僧
侶
と
な
り
決
め
ら
れ
た
方
法
論
に
て
「
さ

と
り
」
を
求
め
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
の
脱
却
と

い
う
も
の
が
こ
の
嵯
峨
の
清
涼
寺
へ
の
参
籠
を
き

っ
か
け
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
、
そ
う
私
は
捉
え

て
い
ま
す
。
法
然
房
源
空
と
い
う
個
人
の
問
題
か

ら
「
人
々
」
と
い
う
視
点
へ
の
切
り
替
え
が
発
生

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

嵯
峨
の
清
涼
寺
へ
集
ま
る
人
々
の
姿
が
、
誰
し

も
が
「
佛=

さ
と
り
」
を
求
め
て
い
る
、
そ
う
法

然
上
人
の
目
に
は
写
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)

嵯峨の清涼寺への参籠の様子
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我
が
家
、
古
い
井
戸
が
あ
り
ま
す
。
長
き
に
渡

り
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
近
年
十
五
年
程

使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
四
年
前
、
庫
裏
を

リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
際
に
井
戸
の
存
続
を
検
討
し
、

開
け
て
見
る
と
枯
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

な
ら
ば
と
早
速
井
戸
さ
ら
い
を
し
、
ポ
ン
プ
を
設

置
。
管
を
め
ぐ
ら
せ
、
現
在
で
は
庭
は
無
論
の
事
、

墓
地
、
キ
ッ
チ
ン
、
洗
濯
機
な
ど
で
大
活
躍
で
す
。

特
に
こ
の
時
期
、
冷
た
い
井
戸
水
は
心
も
潤
う
恵

み
の
水
で
す
。
墓
石
に
手
向
け
る
と
、
佛
さ
ま
達

の
喜
ぶ
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
す
。
木
々
も
鳥
達

も
嬉
し
そ
う
で
す
が
、
唯
一
プ
ー
ル
遊
び
に
は
不

向
き
ら
し
く
、
毎
回
ク
チ
ビ
ル
を
紫
に
し
て
い
る

の
は
三
歳
の
小
坊
主
で
す
。

井
戸
と
言
え
ば
…

能
で
『
井
筒
』
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ

い

づ
つ

は
諸
国
一
見
の
僧
に
て
候
」
と
始
ま
り
、
こ
の
僧

が
立
ち
寄
っ
た
奈
良
の
在
原
寺
で
の
お
話
。

あ
り
わ
ら
で
ら

寒
村
無
住
の
古
寺
。
夜
も
更
け
ゆ
く
中
、
一
人

の
女
性
が
傍
ら
の
井
戸
で
清
水
を
汲
み
塚
に
手
向

に
よ
し
よ
う

け
、
一
心
に
念
じ
て
い
る
様
子
。
怪
し
い
…
狐
狸

こ

り

の
類
い
か
？

何
を
し
て
お
ら
れ
る
、
と
声
を
掛
け
る
と
女
は
、

「
私
は
近
在
の
者
。
こ
こ
は
『
昔
男
』
と
呼
ば
れ

た
有
名
な
業
平
の
塚
。
古
い
話
ゆ
え
委
し
く
は
知

な
り
ひ
ら

く
わ

ら
な
い
け
れ
ど
、
何
か
の
縁
と
思
い
花
水
を
手
向

け
弔
っ
て
い
ま
す
」
と
。
で
は
業
平
の
旧
跡
で
彼

を
偲
び
ま
し
ょ
う
。
何
か
物
語
を
聞
か
せ
て
く
れ

ま
い
か
、
と
僧
に
乞
わ
れ
て
語
り
始
め
る
女
。

昔
々
、
こ
の
井
戸
の
傍
ら
で
幼
き
頃
に
業
平
と

一
緒
に
遊
ん
だ
女
の
子
が
後
に
妻
と
な

っ
た
事
。
業
平
が
浮
気
を
し
て
夜
な
夜

な
山
を
越
え
て
出
か
け
た
事
。
妻
は
浮

気
を
知
っ
て
い
て
も
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て
、

な
お
か
つ
竜
田
山
を
夜
半
に
越
え
る
彼

の
身
を
案
じ
て
い
た
事
。
そ
の
妻
の
優

し
さ
に
気
づ
い
た
業
平
が
ふ
っ
つ
り
浮

気
を
や
め
た
事
な
ど
。
委
し
く
知
ら
な
い
と
お
っ

し
ゃ
る
わ
り
に
、
い
や
い
や
相
当
お
委
し
い
！
貴

女
は
も
し
や
、
と
問
え
ば
「
恥
ず
か
し
な
が
ら
我

な
り
」
と
、
井
戸
の
底
に
消
え
て
行
き
ま
す
。

後
半
、
女
の
亡
霊
（
能
の
後
シ
テ
は
だ
い
た
い

亡
霊
か
狂
人
か
神
が
か
り
）
が
業
平
の
形
見
の
冠

と
直
衣
を
着
け
て
、
夢
見
ご
こ
ち
の
僧
の
前
に
登

の
う

し

場
。
二
人
の
愛
を
語
り
、
清
絶
に
舞
い
ま
す
。

 

井
筒
（
舞
台
正
面
の
作
物
）
を
フ
ッ
と
覗
く
女
。

水
鏡
に
は
業
平
の
面
影
。
さ
ら
に
見
入
っ
て
「
見

れ
ば
懐
か
し
や
」
と
謡
う
。
風
情
の
あ
る
見
所
で

す
。や

が
て
暁
の
鐘
の
音
と
と
も
に
、
幻
の
よ
う
に

消
え
去
り
、
僧
は
し
み
じ
み
と
寺
を
後
に
し
ま
す
。

筒
井
筒

井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け

生
ひ
に
け
ら
し
な

老
い
に
け
る
ぞ
や

ち
な
み
に
、
我
が
家
の
井
戸
は
、
電
気
ポ
ン
プ

を
付
け
蓋
を
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
す
こ
ぶ

る
便
利
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
風
情
の
な

い
井
戸
に
成
り
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

訶
梨
帝
母
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弱
い
者
い
じ
め 

「
爆
買
い
の
中
国
人
は
、
よ
く
テ
レ
ビ
に
出
て
る
け

ど
、
日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
の
数
は
、
う
な
ぎ
登
り

に
増
え
て
る
ら
し
い
ね
」 

「
あ
あ
、
京
都
を
は
じ
め
観
光
地
は
、
外
国
人
だ
ら

け
み
た
い
だ
な
」 

「
そ
の
外
国
人
を
運
ぶ
大
型
バ
ス
。
こ
れ
の
駐
車
問

題
が
深
刻
化
し
て
る
ら
し
い
よ
」 

「
え
？
ど
ん
な
風
に
」 

「
ど
ん
な
風
に
っ
て
、
観
光
客
を
運
ぶ
バ
ス
は
、
客

が
買
い
物
を
し
て
る
間
や
、
寺
社
な
ん
か
に
参
拝
し

て
る
間
、
駐
車
場
が
埋
ま
っ
て
い
た
ら
、
長
時
間
路

上
駐
車
す
る
こ
と
に
な
る
よ
ね
。
で
、
他
の
交
通
の

妨
げ
に
な
っ
た
り
、
交
通
事
故
を
誘
発
し
た
り
し
て

る
っ
て
い
う
ん
だ
」 

「
あ
あ
、
確
か
に
そ
れ
は
危
な
い
よ
な
。
私
が
よ
く

通
る
道
も
有
名
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
大
型

バ
ス
が
よ
く
停
ま
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
本
当
に
危
な

い
ん
だ
。
大
迷
惑
だ
よ
、
あ
れ
は
（
怒
）」 

「
で
さ
、
こ
の
前
、
テ
レ
ビ
で
そ
れ
の
特
集
を
や
っ

て
た
ん
だ
よ
」 

「
あ
、
そ
う
」 

「
京
都
や
浅
草
、
大
阪
の
ミ
ナ
ミ
な
ん
か
で
取
材
し

て
た
ん
だ
け
ど
さ
、
大
型
バ
ス
の
運
転
手
に
問
う
わ

け
。『
こ
こ
は
駐
車
禁
止
で
す
よ
』
と
か
、『
み
ん
な

大
迷
惑
し
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
！
』
と
か
、『
事
故

が
起
こ
っ
た
ら
ど
う
す
る
ん
で
す
か
！
』
と
か
結
構

厳
し
い
口
調
で
言
っ
て
る
わ
け
」 

「
ま
あ
、
で
も
、
言
っ
て
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
な

こ
と
だ
わ
な
。
で
、
運
転
手
は
何
て
答
え
て
い
た

の
？
」 

「
皆
、
悪
い
と
は
思
っ
て
る
み
た
い
で
、
何
も
言
わ

ず
に
、
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
バ
ス
を
発
車
さ
せ
て
そ

の
場
か
ら
去
る
人
が
多
か
っ
た
な
。
た
だ
、『
そ
ん
な

こ
と
言
っ
た
っ
て
、
あ
ん
た
、
停
め
る
場
所
が
ち
ゃ

ん
と
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
路
上
駐
車
し
て
る
な
ら
い

く
ら
で
も
お
叱
り
を
受
け
る
が
、
実
際
ど
う
だ
ね
？

あ
る
の
か
ね
？
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
れ
よ
！
俺
そ
こ

に
停
め
る
か
ら
。 

だ
い
た
い
、
国
や
自
治
体
が
外
国
人
観
光
客
誘
致
誘

致
っ
て
力
入
れ
て
る
く
せ
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
ま
る
っ
き
り
手
を
打
と
う
と
し
て
な
い
ん
だ
も

の
！
お
宅
ら
さ
、
そ
っ
ち
（
国
）
に
取
材
行
っ
て
さ
、

今
、
俺
ら
に
啖
呵
切
っ
た
よ
う
に
言
っ
て
み
な
よ
！
』 

っ
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
食
っ
て
か
か
っ
て
た
運

転
手
も
い
た
な
」 

「
食
っ
て
か
か
る
、
と
言
っ
た
っ
て
、
そ
れ
正
論
じ

ゃ
な
い
か
？
そ
の
運
転
手
が
言
う
よ
う
に
、
国
や
自

治
体
に
こ
の
問
題
を
問
い
質
し
、
重
い
腰
を
上
げ
さ

せ
る
。
そ
っ
ち
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
建
設
的
で
問
題
解

決
の
近
道
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」 

「
う
ん
、
私
も
そ
の
番
組
見
て
て
何
か
弱
い
者
い
じ

め
を
見
て
る
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
、
気
分
が
悪
か

っ
た
よ
・
・
・ 

マ
ス
コ
ミ
は
強
い
も
の
に
こ
そ
、
向
か
っ
て
行
か
な

き
ゃ
い
か
ん
の
に
な
・
・
・
。
哀
し
い
ね
・
・
・
」 

 

（
露
の
身
） 



地
獄
の
季
節
だ

「
地
獄
の
釜
の
蓋
も
開
く
」
と
い
う
表
現
を
お

か
ま

ふ
た

あ

聞
き
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

正
月
や
お
盆
の
十
六
日
に
は
、
地
獄
の
獄
卒
も

罪
人
へ
の
責
め
苦
を
休
む
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
二
日
間
は
こ
の
世
の
人
々
も
仕
事
を
や
め
て

休
も
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
民
間
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
覚
え
で
す

か
ら
、
「
地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
い
て
、
先
祖
が
帰

っ
て
く
る
」
と
か
、
「
蓋
が
開
い
て
い
る
か
ら
悪

い
こ
と
を
す
る
と
投
げ
込
ま
れ
る
」
と
思
っ
て
い

る
人
も
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

日
本
人
に
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
教
え
、
今
日
ま

で
影
響
を
与
え
た
の
は
、
平
安
時
代
の
天
台
宗
の

学
僧
・
念
佛
僧
で
あ
る
源
信
僧
都
が
著
し
た
『
往

げ
ん
し
ん
そ
う

ず

お
う

生
要
集
』
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

人
間
世
界
は
は
苦
し
み
が
多
い
穢
土
で
あ
る
。

え

ど

そ
こ
を
出
て
（
厭
離
穢
土
）
、
極
楽
浄
土
に
生
ま

お
ん

り

え

ど

れ
る
こ
と
を
求
め
よ
（
欣
求
浄
土
）
。
そ
の
た
め

ご
ん

ぐ

じ
よ
う

ど

に
は
念
佛
を
称
え
よ
と
説
い
て
い
ま
す
。

そ
の
他
様
々
な
経
論
の
中
で
地
獄
が
説
か
れ
ま

す
が
、
中
で
も
『
正
法
念
処
経
』
の
描
写
は
微

し
よ
う
ぼ
う

ね
ん
し
よ
き
よ
う

に
入
り
細
に
入
っ
て
実
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
。

お
寺
で
絵
解
き
さ
れ
る
「
地
獄
変
相
図
」
な
ど

は
ほ
ぼ
こ
の
記
述
に
添
っ
て
い
ま
す
。
地
獄
の
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
ミ
シ
ュ
ラ
ン
級
で
す
。

善
い
こ
と
を
す
れ
ば
福
楽
を
、
悪
業
を
な
せ
ば

苦
し
み
を
、
結
果
と
し
て
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
佛
教
の
基
本
で
す
が
、
人
間
の
欲
望
は
限

り
な
く
深
い
の
で
、
因
果
応
報
を
人
々
に
理
解
し

い
ん

が

お
う
ほ
う

て
も
ら
う
た
め
に
、
抽
象
的
な
地
獄
で
は
な
く
、

克
明
に
描
写
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

宗
祖
法
然
上
人
は
、
地
獄
・
六
道
・
悪
業
な
ど

の
言
葉
を
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

阿
弥
陀
佛
の
尊
さ
、
称
名
念
佛
の
大
切
さ
を
伝
え

る
た
め
で
、
怖
い
教
え
は
で
て
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
友
引
町
内
会
の
住
人
は
全
員
食
い
し
ん

坊
で
あ
り
、
下
戸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

地
獄
へ
堕
ち
る
資
格
は
充
分
あ
る
の
で
す
。
も
し
、

落
語
の
「
地
獄
八
景
亡
者
の
戯
れ
」
に
出
て
く

ば
つ

け
い

た
わ
む

る
地
獄
な
ら
、
休
み
を
取
っ
て
訪
れ
て
み
た
い
！

通
夜
法
要
の
後
、
私
た
ち
は
「
人
間
は
死
ぬ
の

で
は
な
い
。
極
楽
へ
往
き
生
ま
れ
る
の
で
す
」
と

お
話
を
し
ま
す
。
皆
さ
ん
し
ん
み
り
と
聴
い
て
お

ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
翌
日
の
葬
儀
・
告
別
式

の
後
、
棺
を
花
で
一
杯
に
飾
っ
て
蓋
が
閉
ま
る
前

に
、
亡
き
方
に
向
か
っ
て
叫
ば
れ
方
が
い
ま
す
、

「
え
え
と
こ
へ
行
き
や
～
」
。

あ
れ
は
、
地
獄
に
だ
け
は
逝
っ
て
く
れ
る
な
と

い
う
強
い
願
い
で
し

ょ
う
か
、
そ
れ
と
も

「
行
く
か
も
知
れ
な

い
」
と
い
う
密
か
な

思
い
で
し
ょ
う
か
。

地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
く
日
は
い
つ
で
し
ょ
う
。

十
六
日
だ
け
と
い
う
説
と
、
お
盆
に
帰
っ
て
く
る

た
め
に
は
七
月
一
日
（
旧
暦
）
に
は
開
い
て
い
な

い
と
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

で
は
地
獄
の
釜
の
蓋
は
い
つ
閉
ま
る
の
か
と
い

う
と
、
更
に
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
九
月
に
は
、

地
獄
へ
の
帰
宅
困
難
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
亡
者

が
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
ぇ
。

迷
走
坊
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観
経
物
語(

９
７)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
51

第
十
一
勢
至
観
（
せ
い
し
か
ん
）
そ
の
１

《
本
文
そ
の
１
》

次
ぎ
に
復
た
、
大
勢
至
菩
薩
を
観
る
べ
し
。

ま

だ
い
せ
い

し

ぼ

さ
つ

此
の
菩
薩
の
身
量
の
大
小
は
、
亦
、
観
世
音
の

ま
た

如
し
。
円
光
の
面
は
各
々
百
二
十
五
由
旬
に
し

ゆ

じ
ゆ
ん

て
、
二
百
五
十
由
旬
を
照
ら
す
。
挙
身
の
光
明
は

こ

し
ん

十
方
の
国
を
照
ら
し
、
紫
金
の
色
を
作
す
。
有
縁

し

こ
ん

な

う

え
ん

の
衆
生
は
、
皆
、

悉

く
見
る
こ
と
を
得
る
。
但
、

こ
と
ご
と

た
だ

此
の
菩
薩
の
一
毛
孔
の
光
を
見
る
の
み
に
し
て
、

も
う

く

即
ち
十
方
無
量
の
諸
佛
の
浄

妙
の
光
明
を
見
る
。

じ
よ
う
み
よ
う

是
の
故
に
、
此
の
菩
薩
を
号
し
て
、
無
辺
光
と

む

へ
ん
こ
う

名
づ
く
。

智
慧
の
光
を
以
て
、
普
く
一
切
を
照
ら
し
、

ち

え

あ
ま
ね

三
途
を
離
れ
て
、
無
上
の
力
を
得
さ
し
む
。
是
の

さ
ん

ず

故
に
、
此
の
菩
薩
を
号
し
て
、
大
勢
至
と
名
づ
く
。

《
意
味
・
訳
文
》

次
ぎ
に
は
ま
た
、
大
勢
至
菩
薩
を
観
想
し
な
さ

い
。
こ
の
菩
薩
の
身
体
の
高
さ
や
身
幅
の
大
き
さ

は
、
観
世
音
菩
薩
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
円
い
後

光
は
、
縦
横
と
も
に
、
百
二
十
五
由
旬
で
あ
り
、

二
百
五
十
由
旬
の
範
囲
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

全
身
か
ら
放
た
れ
る
光
明
は
、
十
方
の
（
佛
）
国

（
土
）
を
照
ら
し
、
紫
を
帯
び
た
金
の
光
を
し
て

い
る
。
有
縁
（=

佛
に
救
わ
れ
る
と
い
う
前
世
か

ら
の
因
縁
を
も
つ
）
の
衆
生
は
、
皆
、
残
ら
ず
こ

の
光
明
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
た
だ
こ

の
菩
薩
の
一
つ
の
毛
孔
（
毛
穴
）
か
ら
出
る
光
を

見
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
十
方
の
無
数
の
諸
佛
が
放
つ
、

清
浄
で
微
妙
な
光
明
を
、
見
た
こ
と
と
同
じ
に
な

る
。そ

れ
故
に
、
こ
の
菩
薩
の
こ
と
を
名
づ
け
て
、

無
辺
光
（=

無
際
限
ま
で
光
り
照
ら
す
）
と
も
呼

ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
身
に
備
わ
っ
た
智
慧
の
光
を

大勢至菩薩像

も
っ
て
普
く
一
切
の
衆
生
を
照
ら
し
て
、
三
途

（=

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
の
処
・
境
涯
）

か
ら
離
れ
さ
せ
、
無
上
（=

比
べ
る
事
が
出
来
な

い
程
）
の
力
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
こ
の
菩
薩
の
こ
と
を
号
し
て
、
大

勢
至
（=

大
き
な
衆
生
済
度
の
力
を
発
揮
し
て
も

た
ら
す
も
の
）
と
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

《
私
訳
》

こ
こ
で
も
釈
尊
（=

お
シ
ャ
カ
さ
ま
）
は
繰
り

返
し
阿
弥
陀
佛
（=

無
量
寿
佛
）
と
、
観
音
菩
薩

と
勢
至
菩
薩
が
同
質
で
あ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
の

た
め
に
、
色
身
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
佛
と
菩

薩
の
表
情
や
、
見
た
目
の
姿
の
違
い
を
際
出
さ
せ

た
り
、
阿
弥
陀
佛
の
万
能
で
全
般
的
な
働
き
の
中

か
ら
、
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
働
き
の
部
分
を
、
両

菩
薩
に
持
た
せ
て
、
分
か
り
や
す
さ
う
や
親
し
み

を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
勢
至
菩

薩
の
放
つ
光
明
を
見
れ
ば
他
の
佛
の
光
明
を
見
る

の
と
同
じ
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
、
究
極
の
と
こ
ろ
、

佛
は
全
て
同
じ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。

《
幽
思
房
》
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