
ア
メ
リ
カ
の
軍
隊
が
イ
ラ
ク
を
制

圧
し
て
か
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
兵
へ
の

テ
ロ
が
続
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
だ

け
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
に
同
調

す
る
国
の
関
係
者
も
テ
ロ
の
標

的
に

ひ
ょ
う
て
き

な
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
が
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
の
ア
ル
カ
イ
ダ
政
府
を
打
倒

し
、
続
い
て
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
体

制
を
制
圧
し
た
き
っ
か
け
は
二
０
０

一
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
同
時

多
発
テ
ロ
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件

は
ア
メ
リ
カ
人
に
大
き
な
衝

撃
を
与

し
ょ
う
げ
き

え
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
大
多
数
の
世

論
が
「
テ
ロ
の
撲
滅
と
い
う
大
義
」

ぼ
く
め
つ

に
一
挙
に
傾
い
た
。
そ
し
て
そ
の
矛

い
っ
き
ょ

ほ
こ

先
は
ま
ず
、
テ
ロ
を
指
導
し
て
い
た

ビ
ン
ラ
ー
デ
ィ
ン
一
味
と
そ
れ
と
組

ん
で
い
た
ア
フ
ガ
ン
の
ア
ル
カ
イ
ダ

政
権
で
あ
っ
た
。
国
際
世
論
も
同
調

し
「
テ
ロ
撲
滅
の
大
義
」
を
背
景
に

ア
メ
リ
カ
は
ア
フ
ガ
ン
に
、
続
い
て

。

イ
ラ
ク
に
攻
撃
を
行
っ
た
の
で
あ
る

こ
れ
ら
の
戦
闘
に
よ
っ
て
ど
れ
だ

け
の
多
く
の
無
実
の
人
た
ち
が
犠
牲

、

に
な
っ
た
か
は
詳
し
く
知
ら
な
い
が

双
方
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
テ
ロ
の

犠
牲
者
の
十
倍
以
上
も
の
人
が
亡
く

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
負

傷
し
て
障
害
者
に
な
っ
た
人
は
ど
れ

ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。＊

テ
ロ
と
い
う
殺
傷
行
為
を
行
う
も

の
を
空
爆
で
叩
く

と
い
う
荒
っ
ぽ
い

対
処
は
、
実
際
の

テ
ロ
の
犠
牲
者
の

何
層
倍
も
の
一
般
人
の
犠
牲
者
を
生

み
出
し
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
や
り

方
で
果
た
し
て
テ
ロ
が
無
く
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
軍

事
的
制
圧
の
背
景
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
の
テ
ロ
事
件
へ
の
報
復
の
意
図

ほ
う
ふ
く

が
多
分
に
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
「
目
に

は
目
を
、
歯
に
歯
を
」
と
い
う
論
理

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
報
復

は
ど
こ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く

可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
を
長
い
歴
史
的
な
点
か
ら
見

、

、

る
と

欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
か
ら
ず
っ
と
イ
ス

ラ
ム
教
徒
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
痛
い

目
に
遭
っ
て
き
た
と
い
う
怨
念
が
意

あ

お
ん
ね
ん

識
の
底
流
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。ア

メ
リ
カ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
原
理

主
義
者
が
力
を
持
ち
、
そ
れ
を
強
力

な
政
治
的
背
景
に
し
て
い
る
ブ
ッ
シ

ュ
の
考
え
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
一

種
の
敵
対
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
が
今

回
、
相
手
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る

と
い
う
事
で
、
容
易
に
武
力
攻
撃
に

。

傾
い
た
遠
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

＊

ブ
ッ
ダ
が

実
に
こ
の
世
に
お
い
て
は
、
怨
み

『

う
ら

に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら

う
ら

も
っ

ば
、
つ
い
に
怨
み
の
息
む
こ
と
が
な

や

い
。
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
息
む
。
こ

や』

れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る

（
ダ
ン
マ
パ
ダ
）

と
い
わ
れ
て
、
怨
み
を
は
ら
す
と
い

う
報
復
を
い
ま
し
め
、
怨
み
を
す
て

る
こ
と
が
永
遠
の
真
理
で
あ
る
と
教

え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
教
え
を
私

た
ち
は
胸
に
刻
む
べ
き
で
は
な
か
ろ

き
ざ

う
か
。
怨
み
の
報
復
は
怨
み
の
連
鎖

れ

ん

さ

を
う
み
だ
す
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
怨

み
を
捨
て
て
こ
そ
相
手
か
ら
の
怨
み

の
行
動
は
な
く
な
っ
て
い
く
。

法
然
聖
人
が
幼
い
頃
、
父
の
漆
間

う

る

ま

時
国
が
稲

岡

荘
の
預

所
明
石
定

い
な
お
か
の
し
ょ
う

あ
ず
か
り
ど
こ
ろ

さ
だ

明

の
夜
襲
を
受
け
て
、
致
命
傷
を
負

あ
き
ら

や
し
ゅ
う

っ
た
中
で
、
子
供
の
勢
至
丸
（
後
の

せ

い

し
ま

る

法
然
）
に
「
仇
討
ち
を
し
て
は
な
ら

あ
だ
う
ち

な
い
。
仇
討
ち
を
す
る
と
ま
た
相
手

が
怨
ん
で

仇

を
討
っ
て
き
て
や
む
こ

か
た
き

う

と
が
な
い
」
と
遺
言
し
、
そ
れ
が
縁

ゆ
い
ご
ん

で
法
然
聖
人
は
敵
も
味
方
も
、
い
わ

ゆ
る
怨
親
が
と
も
に
平
等
に
救
わ
れ

お
ん
し
ん

る
道
と
し
て
佛
道
を
求
め
ら
れ
た
の

は
有
名
な
話
で
あ
る
。

＊

悪
を
滅
ぼ
し
て
正
義
を
立
て
、
不

義
の
敵
を
抹
殺
し
て
平
和
を
も
た
ら

ま
っ
さ
つ

そ
う
と
い
う
が
、
そ
の
悪
や
不
義
と

い
う
も
の
が
、
そ
ん
な
に
ハ
ッ
キ
リ

と
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
ど
ち
ら
も
正
義
を
掲
げ
、
大

か
か

。

、

義
を
主
張
し
て
い
る

そ
れ
だ
か
ら

お
互
い
の
争
い
に
ス
ト
ッ
プ
が
か
か

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
ど
ん

な
正
義
で
あ
っ
て
も
、
人
間
に
と
っ

て
一
番
い
と
し
い
生
命
を
殺
傷
す
る

こ
と
ほ
ど
お
互
い
苦
痛
な
こ
と
は
な

い
。ブ

ッ
ダ
の
戒
め
ら
れ
た
最
も
大
事

「

」

、

な

戒

め
は

ア
ヒ
ン
サ
ー

で
あ
る

い
ま
し

、

。

い
わ
ゆ
る
不
傷
害

不
殺
生
で
あ
る

「
殺
さ
な
い
」
で
あ
る
。
ど
ん
な
正

義
を
掲
げ
る
者
も
ま
ず
他
の
い
の
ち

か
か

、

に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
こ
と

こ
れ
が
前
提
で
は
な
か
ろ
う
か
。

世
界
の
宗
教
の
中
で
、
佛
教
と
ジ

ャ
イ
ナ
教
（
イ
ン
ド
の
宗
教
で
佛
教

に
よ
く
似
て
い
る
）
ほ
ど
、
ア
ヒ
ン

サ
ー
を
強
調
す
る
教
は
な
い
。
マ
ハ

ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
は
イ
ン
ド
独
立
運

動
に
お
い
て
非
暴
力
に
よ
る
政
治
革

命
を
指
導
し
た
。
政
敵
や
反
対
者
や

異
端
分
子
を
殺
害
し
て
政
治
の
実
権

、

を
握
る
の
が
普
通
の
歴
史
に
お
い
て

暴
力
を
も
ち
い
ず
に
政
治
的
理
想
の

実
現
に
成
果
を
収
め
た
こ
の
経
験
は

二
十
一
世
紀
の
光
で
あ
ろ
う
。

＊

た
だ
相
手
が
武
力
で
侵

略
し
て
き

し
ん
り
ゃ
く

た
り
殺
し
に
か
か
っ
て
き
た
時
、
こ

れ
を
防
衛
す
る
た
め
に
武
器
で
応
戦

ぼ
う
え
い

お
う
せ
ん

す
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合

。

が
あ
る
の
が
こ
の
世
の
現
実
で
あ
る

必
要
悪
と
し
て
や
む
を
得
な
い
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
防
衛
以

外
の
武
力
行
使
は
行
わ
な
い
の
が
最

低
限
守
る
べ
き
正
義
で
あ
る
。

そ
し
て
、
理
不
尽
な
テ
ロ
を
行
う

り

ふ

じ

ん

者
を
、
た
だ
殲
滅
す
る
こ
と
で
解
決

せ
ん
め
つ

し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
彼

ら
の
考
え
を
善
な
る
方
向
へ
、
あ
る

べ
き
方
向
へ
正
す
こ
と
が
大
切
と
な

る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
自
ら
の

誤
り
を
正
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の

上
で
あ
る
べ
き
姿
を
相
手
に
示
し
、

道
理
を
明
確
に
し
て
反
省
を

促

す
努

う
な
が

。

力
こ
そ
十
分
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
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真
理
の
力
が
平
和
へ
の
基
礎
で
あ

り
、
真
理
・
道
理
に
よ
っ
て
、
あ
や

ま
れ
る
見
解
を
正
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
テ
ロ
と
い
う
手
段
で
目
的

を
遂
げ
よ
う
と
す
る
誤
り
を
た
だ
す

と
同
時
に
、
そ
う
い
う
考
え
を
起
こ

す
因
子
と
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
的
悪
条
件
を
改
善
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

目
に
余
る
貧
困
や
差
別
や
人
権
の

抑
圧
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
を
次
々
と
う

む
温
床
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
ら
を
改
善
す
る
地
道
な
努
力
こ

そ
問
題
解
決
へ
の
近
道
で
あ
っ
て
、

一
時
的
に
テ
ロ
リ
ス
ト
を
抹
殺
し
て

ま
っ
さ
つ

も
報
復
と
怨
み
の
連
鎖
は
続
く
で
あ

れ

ん

さ

ろ
う
。

＊

テ
ロ
は
圧
倒
的
な
弱
者
が
強
者
に

対
す
る
最
後
の
手
段
と
し
て
、
歴
史

上
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か

し
今
日
、
最
後
の
手
段
と
し
て
の
テ

ロ
で
は
な
く
、
テ
ロ
そ
の
も
の
が
即

効
力
の
あ
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
か

の
よ
う
に
テ
ロ
に
大
き
く
傾
斜
し
て

け
い
し
ゃ

い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
誤
っ
た
観

念
を
う
え
つ
け
、
テ
ロ
へ
と
人
々
を

走
ら
せ
る

偏

っ
た
「
独
善
的
、
狂
信

か
た
よ

的
な
教
育
」
が
秘
か
に
行
わ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

行
動
の
本
は
思
想
で
あ
り
、
思
想

は
教
育
に
よ
っ
て
養
わ
れ
広
ま
る
。

あ
や
ま
れ
る
思
想
教
育
を
改
善
す
る

こ
と
も
ま
た
急
務
で
あ
る
。

き
ゅ
う
む＊

そ
し
て

「
殺
さ
れ
た
側
の
国
家
や

、

民
族
が
、
そ
の
怨
み
を
は
ら
す
た
め

に
相
手
を
殺
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自

ら
の
怨
念
を
は
ら
す
」
と
い
う
こ
と

は
、
人
間
的
な
感
情
と
し
て
は
分
か

、

。

る
が

し
か
し
そ
れ
は
煩
悩
で
あ
る

怨
み
や
憎
し
み
は
煩
悩
で
、
そ
の
煩

悩
を
報
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
い
や

そ
う
と
す
る
の
は
も
う
一
つ
の
煩
悩

で
あ
る
。

＊

こ
の
こ
と
は
最
近
の
死
刑
判
決
に

も
現
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
オ
ウ

ム
真
理
教
事
件
や
池
田
小
学
校
事
件

に
限
ら
ず
凶

悪
な
犯
罪
者
を
死
刑
に

き
ょ
う
あ
く

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
家
族
の

苦
し
み
や
怨
み
を
は
ら
そ
う
と
い
う

意
図
を
死
刑
判
決
の
中
に
見
る
。
確

か
に
そ
れ
で
あ
る
程
度
の
悔
し
さ
の

苦
は
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
し
か

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
も
更
に
人
間

的
成
長
も
し
な
い
し
、
真
理
に
近
づ

く
こ
と
も
な
い
。
犯
罪
者
は
そ
の
悪

を
自
覚
す
る
機
会
を
失
い

罪
を
懺
悔

、

ざ

ん

げ

す
る
こ
と
も
な
く
こ
の
世
か
ら
消
え

て
い
く
。
被
害
者
家
族
も
そ
れ
で
死

ん
だ
者
が
返
っ
て
く
る
わ
け
で
も
な

く
、
た
だ
一
時
的
に
胸
を
お
さ
め
た

だ
け
で
あ
る
。

人
生
の
理
不
尽
の
嘆
き
を
根
源
的

に
問
う
こ
と
こ
そ
も
っ
と
も
大
事
な

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
残
さ
れ
た

者
の
不
幸
が
一
体
ど
こ
で
解
決
を
す

る
の
か
を
こ
そ
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
う
の
で
あ
る
。
罪
を
犯
し
た
者

も
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
不
幸
の
ど

ん
底
に
落
と
さ
れ
た
家
族
も
共
に
、

い
わ
ば
怨
親
と
も
に
、
救
わ
れ
る
真

実
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
亡
く

な
っ
た
被
害
者
が
死
し
て
後
に
あ
う

べ
き
真
実
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

＊

ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
へ
の
進
撃
だ

し
ん
げ
き

け
で
な
く
、
最
近
の
死
刑
判
決
を
見

て
も
、
報
復
の
論
理
、
怨
み
を
は
ら

す
論
理
が
目
立
っ
て
仕
方
が
な
い
。

そ
こ
に
は
人
と
世
界
に
働
き
か
け
て

い
る
「
一
切
群
生
、
光
照
を

蒙

る
」

こ
う
む

（
正
信
偈
）
の
真
実
が
一
顧
だ
に
さ

い

っ

こ

れ
て
い
な
い
。

犯
罪
者
の
裁
き
は
本
質
的
に
は
自

業
自
得
で
、
す
で
に
彼
の
行
い
が
自

ら
を
裁
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
え

て
言
え
ば
、
真
実
の
道
理
が
人
を
裁

く
。
そ
れ
を
露
わ
に
し
、
人
々
に
道．

あ
ら

理
の
感
覚
を
自
覚
せ
し
め
よ
う
と
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

う
の
が
人
間
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判

的
判
決
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ

え
人
が
人
を
さ
ば
い
て
生
命
を
死
に

至
ら
し
め
る
死
刑
に
は
、
人
間
の

憍

慢
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

き
ょ
う
ま
ん

人
間
の
裁
判
す
ら
そ
れ
に
照
ら
さ

れ
る
べ
き
真
実
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
の

真
実
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

真
実
を
釈
尊
は
説
か
れ
、
聖
人
は
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
。
テ
ロ
を
行
う
者

も
こ
の
真
実
に
よ
っ
て
自
ら
の
罪
を

知
り
、
親
し
い
者
を
テ
ロ
で
失
っ
た

者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
憎
し
み
と
悔
し

さ
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
犠
牲

者
も
こ
の
真
実
に
あ
っ
て
こ
そ
、
永

遠
の
救
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

（
了
）

（
金
子
大
栄
先
生
の
お
言
葉
よ
り
）

○
親
鸞
聖
人
の
御
一
生
の
経
験
か
ら

出
て
き
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い

う
と

「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う
こ

、

と
で
あ
る
、
さ
れ
ば
そ
の
中
に
あ
ら

ゆ
る
人
生
経
験
が
摂
ま
っ
て
お
る
の

お
さ

で
あ
る
。
そ
れ
を
本
願
の
方
か
ら
申

し
ま
す
れ
ば

「
わ
が
名
を
称
え
よ
」

、

と
い
う
一
句
の
外
に
五
劫
思
惟
も
な

し

ゆ

い

け
れ
ば
永
劫
の
修
行
も
な
い
と
い
う

よ
う
こ
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
五
劫
の
思
惟
と

い
う
も
、
永
劫
の
修
行
と
い
う
も
、

仏
の
慈
悲
と
い
う
も
、
本
願
と
い
う

、

「

」

も

要
す
る
に

わ
が
名
を
称
え
よ

と
い
う
一
句
に
摂
ま
る

た
だ
そ
の
為

、

お
さ

た
め

に
仏
は
苦
労
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
「
わ
が
名
を
称
え
よ
」
と
い
う
一

句
が
本
当
に
聞
こ
え
た
ら
、
こ
の
胸．

が
破
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
五
劫
思

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

惟
が
ど
う
の
、
永
劫
の
修
行
は
解
ら

わ
か

ぬ
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
「
わ
が

名
を
称
え
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
る
そ
の

お
心
持
ち
を
知
ら
な
い
か
ら
言
う
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
解
っ
て
見
れ

わ
か

ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
よ
り
何
も

え

こ

う

の
も
な
い
の
で
あ
る

「
わ
が
名
を
称

。

え
よ

、
そ
の
一
句
の
中
に
仏
の
全
生

」

命
が
こ
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ

の
一
句
の
御
回
向
の
恩
徳
広
大
不
思

議
に
て
わ
れ
ら
が
救
わ
る
る
の
で
あ

り
ま
す
。

（

）

『

』

。

正
像
末
和
讚
講
話

下

Ｐ
一
四
二

＊

○
仏
の
大
き
な
真
実
は

今
度
は

称

、

「

我
名
字
」
の
一
つ
に
入
っ
て
し
ま
う

我
が
名
を
称
え
よ

の
で
ご
ざ
い
ま
す

即
ち

仏
が
吾
々

。

、

わ
れ
わ
れ

に
向
か
っ
て
「
我
が
名
を
称
え
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
る
一
句
の
中
に
、
仏
の

真
実
の
全
体
の
表
現
が
あ
る
の
で
あ

る

「
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
い
う
と

。
こ
ろ
に
、
仏
の
あ
ら
ゆ
る
ま
こ
と
が

こ
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
至

心
・
信

楽
・
欲

生
我
国
と
い
う
風

し
ん
ぎ
ょ
う

よ
く
し
ょ
う

に
、
い
ろ
い
ろ
並
べ
て
あ
る
が
、
い

よ
い
よ
と
い
う
時
に
な
る
と
、
昔
の

高
僧
は
、
善
導
大
師
に
し
て
も
、
或あ

る

い
は
法
然
聖
人
に
し
て
も
、
第
十
八

「

」

願
は

我
が
名
を
称
え
よ
必
ず
救
う

と
い
う
本
願
で
あ
る
、
と
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。
そ
の
「
我
が
名
を
称
え

よ
」
と
い
う
一
句
に
、
ど
う
い
う
も

の
が
感
ぜ
ら
れ
る
か
、
そ
こ
に
信
が

あ
る
の
で
、
極
め
て
簡
単
な
の
で
あ

り
ま
す
。

（

）

『
教
行
信
証
講
話
』
Ｐ
七
十

＊

「

」

、

○

我
が
名
を
称
え
よ

の
一
句
は

吾
々
人
間
が
ど
う
い
う
生
活
を
し
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
透
し
て

み

と

お

い
る
者
の
一
句
で
あ
る
。
人
間
の
悩

み
を
知
り
抜
い
て
い
る
者
の
言
葉
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
助
か

ら
な
い
状
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間

、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
抜
い
て

そ
れ
を
い
た
み
悲
し
ん
で
、
そ
の
涙

か
ら
「
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
い
う

。

一
句
が
漏
れ
て
出
て
き
た
の
で
あ
る

も

だ
か
ら
「
我
が
名
を
称
え
よ
」
の
一

句
に
盛
ら
れ
て
い
る
真
実
は
、
如
何

い

か

に
説
い
て
も
説
き
尽
く
せ
な
い
と
こ

ろ
の
、
広
大
無
辺
の
真
実
を
も
っ
て

お
り
ま
す
。

（

）

『
教
行
信
證
講
話
』
Ｐ
七
十
一



摂
取
不
捨
の
願
を
た
の
み
た
て
ま
つ

せ

っ

し

ゅ

ら
ば
、
い
か
な
る
不
思
議
あ
り
て
、
罪

業
を
お
か
し
、
念
仏
も
う
さ
ず
し
て
お

わ
る
と
も
、
す
み
や
か
に
往
生
を
と
ぐ

（
歎
異
鈔
第
十
四
章
）

べ
し
。

現
代
語
訳
（
す
べ
て
の
衆
生
を
光
明
の
中
に
摂お

さ

め
取
っ
て
決
し
て
捨
て
な
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏

の
本
願
を
信
じ
て
お
ま
か
せ
す
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
罪
深
い

行
い
を
し
、
念
仏
す
る
こ
と
な
く

命

が
終
わ

い
の
ち

ろ
う
と
も
、
速
や
か
に
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と

す
み

が
で
き
る
の
で
す

）
。＊

「
摂
取
不
捨
の
願
」
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
如
来

の
第
十
八
願
の
こ
と
で
す
。
第
十
八
願
は
一
切

「

」（

）

の
衆
生
に

我
が
名
を
称
え
よ

乃
至
十
念

と
願
い

「
そ
の
ま
ま
摂
め
取
っ
て
救
う

（
若

、

」

不
生
者
不
取
正
覚
）
と
誓
い
た
も
う
大
悲
の
本

願
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
願
を
「
摂

取
不
捨
（
お
さ
め
と
っ
て
す
て
な
い
）
の
願
」

と
い
わ
れ
、
こ
の
誓
い
を
聞
い
て
「
私
を
お
助

け
下
さ
る
こ
と
よ

と
聞
き
受
け
る
こ
と
を

弥

」

「

陀
を
た
の
む
」
と
申
し
ま
す
。
で
す
か
ら
摂
取

不
捨
の
願
を
た
の
む
と
は
こ
の
願
を
信
受
す
る

こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞
く
こ
と
は
阿
弥
陀
様
が

「
汝
を
お
さ
め
と
っ
て
決
し
て
捨
て
ず
、
汝
を

導
き
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
る
」
と
い
う
お
約
束

を
聞
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
大
悲
の
約
束

を
聞
く
こ
と
は

「
阿
弥
陀
様
が
と
も
に
い
て

、

下
さ
る
。
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
て
下
さ
る
。
あ

あ
有
り
難
い
」
と
聞
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ

の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
包
ま
れ
、
南
無
阿
弥
陀
仏

に
導
か
れ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
抱
き
取
ら
れ
て

の
一
日
一
日
で
す
。
い
わ
ば
阿
弥
陀
仏
に
摂
め

取
ら
れ
て
の
生
活
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
摂
め
取

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
お
念
仏
に
聞
き
つ
つ
生

き
る
の
で
す
。

＊

た
と
え
「
い
か
な
る
不
思
議
あ
り
て
」
で
、

お
も
い
も
か
け
な
い
よ
う
な
縁
が
来
て
「
罪
業

を
お
か
」
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
た
と
え

臨
終
に
臨
ん
で
罪
業
を
犯
し
て
し
ま
お
う
と

も
、
阿
弥
陀
仏
の
「
罪
は
い
か
ほ
ど
深
く
と
も

汝
を
捨
て
ず
、
か
な
ら
ず
助
け
る
」
と
い
う
誓

願
力
に
護
ら
れ
て
、
念
仏
せ
ず
に
命
終
し
て
も

す
み
や
か
に
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

で
あ
る
、
と
仰
せ
下
さ
る
の
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
お
お

蓮
如
上
人
が
お
文
に
「

せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
末
代
の
凡
夫
、
罪
業
の

わ
れ
ら
た
ら
ん
も
の
、
つ
み
は
い
か
ほ
ど
ふ
か

、

、

く
と
も

わ
れ
を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば

」

か
な
ら
ず
す
く
う
べ
し
と
お
お
せ
ら
れ
た
り

（
四
帖
目
九
通
）

と
い
う
、
そ
の
仰
せ
に
包
ま
れ
て
、
罪
業
の
有

無
や
、
臨
終
の
善
し
悪
し
と
い
う
よ
う
な
凡
夫

の
側
の
「
行
い
」
や
「
あ
り
よ
う
」
や
「
す
が

た
」
の
如
何
に
一
切
関
係
な
く
、
凡
夫
そ
の
ま

い

か

ん

ま
を
「
我
は
汝
を
極
重
悪
人
と
見
定
め
、
そ
ん

な
汝
な
れ
ば
こ
そ
、
我
は
汝
を
ま
る
ま
る
引
き

受
け
て
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な

い
。
こ
れ
我
が
不
可
思
議
の
誓
願
な
り
」
と
の

阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
仰
せ
一
つ
に
我
が
胸
が
充

た
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

＊

私
た
ち
の
い
か
な
る
罪
悪
も
さ
わ
り
と
な
ら

ず
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
約
束
に
よ
っ
て
な

ぜ
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
問
い
を
あ
え
て
取
り
上
げ
ま
す
と
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
聖
人
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に

こ
の
如
来
、
十
方
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た

「

．
．
．
．
．

み

じ

ん

」

ま
え
る
が
ゆ
え
に
、
無
辺
光
仏
と
も
う
す

．
．
．

と
申
さ
れ
、
阿
弥
陀
如
来
様
は
あ
ら
ゆ
る
世
界

（
四
方
八
方
）
の
あ
ら
ゆ
る
境
界
、
ま
た
上
は

仏
・
菩
薩
の
境
界
か
ら
下
は
地
獄
・
餓
鬼
・

が

き

畜

生
の
世
界
ま
で
、
み
ち
み
ち
て
お
ら
れ
と

ち
く
し
ょ
う

仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

も
う
少
し
身
近
に
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
人

の
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
い
る
人
に
も
、

阿
弥
陀
仏
は
充
ち
満
ち
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と

で
す
。
日
本
人
も
中
国
人
に
も
ア
メ
リ
カ
人
に

も
阿
弥
陀
仏
は
と
も
に
ま
し
ま
す
。
平
和
な
地

域
の
人
の
所
に
も
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
る
地

域
の
人
の
所
に
も
、
富
め
る
人
の
所
に
も
貧
し

い
人
の
所
に
も
阿
弥
陀
仏
は
い
ま
す
。
悩
め
る

人
の
所
に
も
歓
楽
に
酔
っ
て
い
る
人
の
所
に
も

阿
弥
陀
仏
は
い
ま
す
。
健
康
で
バ
リ
バ
リ
と
働

い
て
い
る
人
に
も
病
気
で
ベ
ッ
ド
に
ふ
し
続
け

ね
ば
な
ら
な
い
人
に
も
阿
弥
陀
仏
は
と
も
に
ま

し
ま
す
。
仏
教
徒
の
所
は
も
と
よ
り
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
所
に
も
、
い
な
無
神
論
者
の
所
に
も
阿

弥
陀
仏
は
い
ま
す
。
罪
悪
の
多
少
を
問
わ
ず
、

老
少
を
問
わ
ず
、
男
女
を
問
わ
ず
阿
弥
陀
仏
は

と
も
に
ま
し
ま
す
。

人
の
い
る
と
こ
ろ
、
阿
弥
陀
仏
は
離
れ
ず
に

共
に
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

所
（
十
方
世
界
）
に
「
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
」

で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
と
も
に
い
ま
さ
ぬ

、

。

人
は
い
な
い
と

聖
人
は
仰
せ
下
さ
る
の
で
す

＊

と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
と
人
は
切
り
離
す

こ
と
が
出
来
な
い
、
い
わ
ば
阿
弥
陀
仏
と
人
は

無
条
件
に
「
不
可
分
」
の
関
係
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

。

し
か
し

私
は
阿
弥
陀
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん

決
し
て
佛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
し
か
な
い
の
で
す
。
佛
に

背
い
て
煩
悩
を
燃
や
し
続
け
て
は
じ
な
い
煩
悩

具
足
の
凡
夫
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
佛
と
人
は
「
不
可
同
」
な
の
で
す
。

、「

」

で
あ
れ
ば

佛
と
人
は
不
可
分
・
不
可
同

と
い
う
関
係
、
こ
れ
が
人
の
原
構
造
で
あ
り
ま

す
。で

す
か
ら
佛
と
人
の
間
は
何
も
の
に
よ
っ
て

も
分
か
つ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
た
と
え
人
が

罪
悪
を
ど
れ
ほ
ど
積
み
、
ど
れ
ほ
ど
重
大
な
悪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
佛
と
人
の
間

を
引
き
裂
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
罪
悪

よ
り
も
阿
弥
陀
仏
と
私
の
関
係
の
方
が
根
源
的

な
の
で
す
。

そ
の
不
可
思
議
な
有
り
難
い
関
係
を
知
ら
し

め
、
つ
い
に
は
仏
た
ら
し
め
よ
う
と
さ
れ
る
の

が
、
ご
回
向
下
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
な
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
摂
取
不
捨
の
願
は
こ
の
原
関
係

か
ら
現
れ
、
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
お
さ
め
と
っ
て

捨
て
な
い
と
い
う
恵
み
を
与
え
て
下
さ
る
の
で

す
。

＊

ど
こ
ま
で
も
人
は
佛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
佛
と
人
の
関
係
を
見
失
い
、
我
と

我
が
物
に
執
着
し
、
愛
憎
の
煩
悩
を
起
こ
し
て

や
ま
な
い
罪
悪
深
重
な
者
、
そ
の
者
に
、
罪
悪

深
重
に
し
て
煩
悩
具
足
の
凡
夫
な
る
こ
と
を
知

ら
し
め
て
く
だ
さ
る
の
も
、
阿
弥
陀
仏
の
摂
取

不
捨
の
真
理
の
働
き
に
よ
っ
て
で
あ
り
ま
す
。

佛
に
背
き
、
佛
を
無
視
し
て
罪
を
重
ね
て
憂

苦
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
、
そ
ん
な
者
に
佛

は
常
に
寄
り
そ
い
た
ま
い
ま
す
。
常
に
「
我
は

汝
を
助
け
る
親
な
り
、
汝
が
救
わ
れ
ね
ば
我
も

ま
こ
と
の
佛
に
は
な
れ
な
い
。
汝
は
我
が
子
な

り
、
我
は
汝
を
救
わ
ず
に
は
お
か
な
い
。
ど
う

か
こ
の
佛
の
心
に
気
づ
い
て
く
れ
よ
」
と
喚
び

よ

、

、

づ
め
の
佛
が

根
源
的
に
人
と
不
可
分
な
佛
が

私
に
現
れ
た
も
う
南
無
阿
弥
陀
仏
の
喚
び
声
で

よ

あ
り
ま
す

（
了
）

。
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平成１６年度御年忌年回表

１周忌 平成１５年亡
３回忌 平成１４年亡
７回忌 平成１０年亡

１３回忌 平成 ４年亡
１７回忌 昭和６３年亡
２５回忌 昭和５５年亡
３３回忌 昭和４７年亡
５０回忌 昭和３０年亡

２５回忌をせずに２３回忌と（
２７回忌とにする場合がありま
す。また５０回忌後は５０年ご

）とになります



- 1 -

念 佛 と い う の は 何 で あ る か 。 念 佛 と い う の は 他 に あ る の で は
な い 「 我 が 名 を 称 え よ 」 と い う 言 葉 を 聞 く こ と で あ る 。 南 無。
阿 弥 陀 仏 を 称 え る の で あ る が 、 そ の 南 無 阿 弥 陀 仏 を 称 え る と い
う こ と は 、 最 も 純 粋 な 意 味 で は 「 我 が 名 を 称 え よ 」 と い う 、 そ
の 声 を 聞 く こ と よ り ほ か に な い 「 教 行 信 証 講 話 」 Ｐ ７ ２。


