
「
阿
弥
陀
仏
と
は
ど
う
い
う
仏
様

Ｏで
し
ょ
う
か
」

「
平
生
、
私
た
ち
が
仏
様
を
拝
む

Ｄ

へ
い
ぜ
い

場
合
、
多
く
の
人
は
め
い
め
い
が
思

い
え
が
い
た
仏
を
拝
ん
で
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
自
分
の

勝
手
に
想
像
し
て
い
る
仏
、
自
分
と

っ
て
都
合
の
よ
い
仏
、
は
っ
き
り
言

え
ば
自
分
が
で
っ
ち
あ
げ
た
仏
を
拝

ん
で
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」

「
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
仏
を
私

Ｏ

」

た
ち
は
拝
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か

「
真
宗
門
徒
の
お
内
仏
（
仏
壇
）

Ｄの
中
心
は
阿
弥
陀
仏
（
南
無
阿
弥
陀

仏
）
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
私
た
ち

は
お
内
仏
に
お
参
り
す
る
時
、
と
も

す
る
と
先
祖
ば
か
り
を
仏
と
し
て
拝

ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
こ
と
の

仏
を
拝
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
〈
ど
う
か
一
日
無
事
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
〉
と
か
〈
悪
い
病
気
に
な

り
ま
せ
ん
よ
う
に
〉
と
か
〈
商
売
が

う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
〉
と
い
う

よ
う
な
自
分
の
都
合
の
よ
い
願
い
を

か
け
、
そ
れ
を
か
な
え
て
も
ら
お
う

と
し
て
拝
ん
だ
り
し
ま
す
。
そ
れ
は

阿
弥
陀
仏
を
拝
ん
で
い
る
の
で
は
な

く
て
、
仏
を
あ
た
か
も
守
護
神
や
守

護
霊
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
お
守
り

と
し
て
拝
ん
で
い
ま
す
。
あ
る
い
は

真
宗
門
徒
は
仏
に
お
願
い
ご
と
を
し

て
は
い
け
な
い
と
聞
い
て
、
何
も
思

わ
な
い
で
た
だ
手
を
合
わ
せ
る
だ
け

で
よ
い
と
い
う
よ
う
な

〈
仏
は
何
か

、

わ
か
ら
な
い
が
あ
り
が
た
い
も
の
〉

と
い
う
漠
然
と
し
た
敬
虔
感
情
で
の

ば
く
ぜ
ん

け
い
け
ん

み
拝
ん
で
い
ま
す
」

＊

「
仏
様
（
阿
弥
陀
様
）
と
は
ど
う

Ｏい
う
お
方
か
を
ど
う
し
た
ら
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」

「
釈
尊
が
『
仏
説
無
量
寿
経

（
大

Ｄ

』

）

、

経

に
阿
弥
陀
仏
の
願
い
を
説
か
れ

そ
の
願
い
を
実
現
し
て
お
ら
れ
る
の

が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
は

ど
う
い
う
仏
様
で
あ
る
か
を
知
ろ
う

と
思
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
願
い
の
内
容

を
お
聞
か
せ
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

凡
夫
で
あ
っ
て
も
阿
弥
陀
仏
の
お
心

。『

』

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

大
経

に
は
阿
弥
陀
仏
の
願
い
は
四
十
八
通

り
の
願
い
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
中
で
こ
と
に
私
た
ち
に
と

っ
て
大
事
な
願
を
拾
っ
て
こ
れ
ま
で

読
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
」

「
先
月
は
、
第
十
二
願
の
光
明
無

Ｏ量
の
願
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
第
十
三
願

に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
」

「
第
十
三
願
は
寿
命
無
量
の
願
と

Ｄ

い
わ
れ
て
い
ま
す

『
大
経
』
に
は

。

た
と
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
寿
命

よ
く
限
量
あ
り
て
、
下
百
千
億
那
由

し
も

な

ゆ

他
の
劫
に
至
ら
ば
、
正

覚
を
取
ら
じ

し
ょ
う
が
く

と
あ
り
ま
す
。
現
代
語
訳
で
は

〈
わ
た
し
が
仏
に
な
る
と
き
、
寿
命

に
限
り
が
あ
っ
て
、
は
か
り
知
れ
な

い
遠
い
未
来
に
で
も
尽
き
る
こ
と
が

あ
る
よ
う
な
ら
、
わ
た
し
は
決
し
て

さ
と
り
を
開
き
ま
せ
ん
〉

と
な
っ
て
い
ま
す
」

「

、

Ｏ

法
蔵
菩
薩
様
は
こ
の
願
を
建
て

こ
れ
を
成
就
し
て
寿
命
無
量
の
阿
弥

陀
仏
に
成
ら
れ
た
と
大
経
に
説
か
れ

て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
阿

弥
陀
仏
の
寿
命
は
無
量
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

Ｄ

＊

「
な
ぜ
法
蔵
菩
薩
様
は
無
量
の
寿

Ｏ命
す
な
わ
ち
は
か
り
な
き
い
の
ち
の

仏
に
な
り
た
い
と
願
わ
れ
た
の
で
し

ょ
う
か
」

「
法
蔵
菩
薩
は
生
き
と
し
生
け
る

Ｄも
の
を
救
済
す
る
と
い
う
願
い
を
実

現
し
て
十
方
衆
生
を
救
う
無
上
仏
に

な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏

で
す
。
し
か
し
、
も
し
阿
弥
陀
仏
の

寿
命
に
限
り
が
あ
れ
ば
、
二
０
０
０

年
前
の
衆
生
は
救
わ
れ
て
も
、
そ
れ

か
ら
一
０
０
０
年
た
っ
て
阿
弥
陀
仏

の
寿
命
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
な
ら
、

一
０
０
０
年
以
後
の
衆
生
は
救
わ
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人

の
時
代
の
衆
生
は
救
わ
れ
て
も
現
代

の
私
た
ち
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
現
代
の
衆
生

が
救
わ
れ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命

に
限
界
が
あ
れ
ば
、
未
来
に
阿
弥
陀

仏
は
お
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

未
来
の
衆
生
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
ゆ
え
、
法
蔵
菩
薩
は
寿
命
の
無
量

を
願
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ご
自
身

の
た
め
で
は
な
く
、
一
切
衆
生
を
一

人
も
の
こ
さ
ず
に
救
い
た
い
と
い
う

か
ぎ
り
な
い
慈
悲
の
お
心
か
ら
で
た

願
い
で
す
」

「
な
る
ほ
ど
、
寿
命
が
無
量
な
れ

Ｏば
こ
そ
、
ど
の
時
代
の
衆
生
も
救
わ

れ
る
の
で
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の

Ｄ寿
命
が
無
量
で
あ
る
こ
と
は
一
切
衆

生
を
救
う
と
い
う
大
悲
の
仏
の
本
質

的
な
お
徳
で
す
。
そ
れ
を
別
な
方
面

か
ら
言
え
ば
、
大
悲
は
無
量
な
る
ゆ

え
に
仏
の
寿
命
が
無
量
で
あ
る
と
も

い
え
ま
す
」

＊
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「
大
悲
が
か
ぎ
り
な
き
ゆ
え
仏
の

Ｏ寿
命
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど

う
し
て
で
す
か
」

「
仏
の
さ
と
り
の
智
慧
は
自
他
一

Ｄ如
の
智
慧
で
す
。
私
た
ち
凡
夫
の
知

恵
は
自
分
と
自
分
以
外
の
他
者
を
わ

け
へ
だ
て
を
す
る
知
恵
で
す
。
仏
の

智
慧
は
他
者
を
見
る
こ
と
自
己
の
如

し
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
一
切

衆
生
の
上
に
自
己
を
見
、
一
切
衆
生

を
我
が
子
の
ご
と
く
に
見
る
智
慧
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
凡
夫
で
も
親
子
で

す
と
、
親
は
子
ど
も
の
苦
し
み
や
悲

し
み
に
共
感
し
、
子
ど
も
の
苦
し
み

は
親
の
苦
し
み
と
感
じ
、
子
ど
も
の

喜
び
は
親
も
と
も
に
喜
ぶ
と
い
う
親

子
一
体
の
情
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
そ
れ
は
ご
く
せ
ま
い
親
子

や
夫
婦
の
間
に
は
あ
り
え
て
も
、
他。

人
と
な
る
と
も
う
冷
た
い
も
の
で
す

、

自
分
た
ち
だ
け
の
間
で
は
愛
す
る
が

他
者
に
は
と
か
く
無
関
心
で
す
。
凡

夫
の
知
恵
は
そ
ん
な
も
の
で
す
が
、

仏
の
智
慧
は
自
と
他
を
わ
け
へ
だ
て

し
な
い
。
一
切
衆
生
を
自
己
の
ご
と

く
に
感
じ
、
そ
れ
ゆ
え
衆
生
の
苦
し

み
に
共
感
し
て
こ
れ
を
除
こ
う
と
慈

愛
し
た
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
仏
の
大
悲
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
」

「
世
界
に
大
悲
の
智
慧
が
働
い
て

Ｏい
る
と
い
う
の
は
本
当
に
不
思
議
で

あ
り
、
あ
り
が
た
い
で
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
こ
の
大
悲
の

Ｄ智
慧
こ
そ
、
世
界
の
真
実
で
、
こ
れ

が
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
暗
黒
で

あ
り
、
無
意
味
で
あ
り
、
虚
無
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
」＊

「
大
悲
の
智
慧
の
働
き
が
あ
る
か

Ｏら
、
仏
の
い
の
ち
は
無
量
で
あ
る
と

い
う
の
は
」

「
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
は
衆
生
を
漏

Ｄら
す
こ
と
な
く
よ
り
そ
い
、
逃
げ
る

も
の
を
も
追
い
か
け
、
一
人
も
残
す

と
こ
ろ
な
く
衆
生
を
救
わ
ず
に
は
お

か
な
い
と
い
う
願
心
で
す
。
と
こ
ろ

が
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
衆
生
は
尽

き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
群
萌
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
次
々
に
生
ま
れ
て
ま

い
り
ま
す
。
衆
生
が
尽
き
る
こ
と
が

な
け
れ
ば
、
一
人
も
漏
ら
す
こ
と
な

く
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
の
大
悲
の
寿

命
に
ま
た
尽
き
る
と
き
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
は
大
悲
無
量

」

な
る
ゆ
え
に
寿
命
も
無
量
な
の
で
す

「
先
ほ
ど
は
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命

Ｏ無
量
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
無
量
の

徳
が
い
つ
ま
で
も
働
き
続
け
て
く
だ

さ
る
と
の
こ
と
で
し
た
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す

〈
寿
命
〉
と
は

Ｄ

。

も
の
の
性
質
を
保
持
す
る
働
き
の
こ

と
で
す
。
私
の
〈
寿
命
〉
と
は
私
と

い
う
人
間
の
性
質
を
保
持
す
る
働
き

。

、

で
す

私
の
寿
命
が
な
く
な
る
と
は

私
と
し
て
の
人
間
の
性
質
が
働
か
な

く
な
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
死
ぬ
と

い
う
こ
と
で
、
死
ね
ば
私
と
い
う
人

間
の
働
き
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で

す
。
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
考
え

る
こ
と
も
書
く
こ
と
も
話
す
こ
と
も

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
物
の
場
合
で

も
、
た
と
え
ば
蛍
光
灯
の
寿
命
が
尽

け
い
こ
う
と
う

つ

き
た
と
い
う
こ
と
は
、
蛍
光
灯
と
い

う
性
質
、
す
な
わ
ち
場
所
を
照
ら
す

働
き
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
し
、
寿
命
が
あ
る
と
い
う
の
は
場

所
を
照
ら
す
働
き
を
し
続
け
て
い
る

こ
と
で
す
。
バ
ラ
の
花
の
寿
命
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
バ
ラ
と
し
て
の

香
り
や
美
し
い
色
が
あ
る
こ
と
で
、

花
の
寿
命
が
尽
き
た
と
は
バ
ラ
の
花

の
美
し
い
色
も
良
い
香
り
も
し
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ

う
に
寿
命
と
は
そ
の
も
の
性
能
を
保

持
す
る
働
き
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
寿

命
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
救
済

の
性
質
が
保
た
れ
持
続
し
て
い
る
こ

と
で
す
」

「
寿
命
と
か
い
の
ち
と
い
う
の
は

Ｏそ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
ね
」

＊

「
な
お
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
に
つ

Ｄい
て
、
法
然
聖
人
の
お
言
葉
に

す
べ
て
仏
の
功
徳
を
論
ず
る
に
、
能

持
・
所
持
の
二
の
義
あ
り
。
寿
命
を

し

ょ

じ

も
て
能
持
と
い
ひ
、
自
余
の
も
ろ
も

の

う

じ

ろ
の
功
徳
お
ば
こ
と
ご
と
く
所
持
と

い
ふ
な
り
。
寿
命
は
よ
く
も
ろ
も
ろ

の
功
徳
を
た
も
つ
、
一
切
の
万
徳
み

な
こ
と
ご
と
く
寿
命
に
た
も
た
る
ヽ

西
方
指
南
鈔

）

が
ゆ
へ
な
り

（
。
『

』

と
あ
り
ま
す

〈
能
持
〉
と
い
う
寿
命

。

の
定
義
は
、
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
だ

け
で
な
く
他
の
諸
物
の
〈
い
の
ち
〉

の
場
合
に
も
同
じ
意
味
が
あ
る
と
思

い
ま
す
」

「
能
持
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意

Ｏ味
で
す
か
」

「
能
は
能
動
を
表
し
ま
す
。
持
は

Ｄた
も
つ
、
保
持
す
る
、
維
持
す
る
、

と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
能
持
で
す

か
ら
た
も
つ
側
、
保
持
す
る
側
、
維

持
せ
し
め
る
側
の
こ
と
で
す
。
逆
に

所
持
は
た
も
た
れ
る
側
、
保
持
さ
れ

る
側
、
維
持
せ
し
め
ら
れ
る
側
の
こ

と
で
す
。
で
す
か
ら
仏
の
よ
き
性
質

（
功
徳
）
を
保
つ
の
が
能
持
と
し
て

の
寿
命
で
す
。
能
持
と
し
て
の
寿
命

が
無
量
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏

の
功
徳
が
ど
こ
ま
で
も
か
ぎ
り
な
く

働
き
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
」

「
能
持
が
た
も
つ
も
の
な
ら
所
持

Ｏは
た
も
た
れ
る
も
の
な
の
で
す
ね
。

阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
た
も
た
れ
る
も

の
は
仏
の
光
明
の
功
徳
い
わ
ば
衆
生

救
済
の
功
徳
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

Ｄ

＊

「
阿
弥
陀
仏
の
無
量
寿
の
い
の
ち

Ｏに
私
た
ち
が
摂
め
取
ら
れ
る
と
、
私

お
さ

た
ち
の
い
の
ち
は
ど
う
な
る
の
で
す

か
」「

阿
弥
陀
と
い
う
無
限
者
に
摂
取

Ｄさ
れ
る
と
阿
弥
陀
仏
と
一
つ
に
な
る

ゆ
え
、
私
た
ち
も
無
量
な
寿
命
を
い

。『

』

た
だ
く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

大
経

に
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
も
の
は

自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
を
受

〈
じ

ね

ん

こ

む

〉

け
た
り

〈

〉

極

長

生
を
獲
べ
し

ご
く
じ
ょ
う
し
ょ
う

と
説
か
れ

『
阿
弥
陀
経
』
に
は

、

か
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ
の

〈人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫

に
ん
み
ん

あ

そ

う

ぎ

〉

な
り

と
説
か
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
寿

命
も
無
量
無
辺
な
ら
浄
土
に
生

ま
れ
た
も
の
（
人
民
）
も
寿
命

が
無
量
無
辺
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
身
は
も

は
や
私
た
ち
の
考
え
て
い
る
よ

う
な
個
物
と
し
て
の
形
で
は
な

く
て
、
虚
無
の
身
す
な
わ
ち
形
な
き

身
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

「
形
な
き
無
限
定
な
身
に
な
る
、

Ｏ

」

だ
か
ら
も
は
や
死
は
な
い
の
で
す
ね

「
そ
う
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

Ｄち
は
浄
土
に
生
ま
れ
、
死
な
な
い
い

の
ち
を
生
き
る
（
極
長
生
）
も
の
に

な
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
ゆ

え
に
大
い
な
る
希
望
を
も
っ
て
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
う
い

う
大
い
な
る
希
望
に
満
ち
た
約
束
の

背
景
に
、
衆
生
を
摂
取
す
る
阿
弥
陀

仏
ご
自
身
が
、
寿
命
無
量
を
成
就
し

た
い
と
い
う
誓
願
（
第
十
三
願
）
の

成
就
が
あ
る
の
で
す
」

「
阿
弥
陀
仏
が
寿
命
無
量
で
あ
る

Ｏこ
と
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
私
た
ち
の
、
浄
土
に
生
ま

れ
た
い
と
い
う
願
い
が
よ
り
強
く
な

る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

Ｄ

（
了
）

平成１８年度御年忌年回表

１周忌 平成１７年亡
３回忌 平成１６年亡
７回忌 平成１２年亡

１３回忌 平成 ６年亡
１７回忌 平成 ２年亡
２３回忌 昭和５９年亡
２７回忌 昭和５５年亡
３３回忌 昭和４９年亡
５０回忌 昭和３２年亡

２３回忌と２７回忌をせずに２５回（
忌にする数え方もあります。また５０

）回忌以後は５０年ごとになります



さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ

お

ん

み

き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
、
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き

ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ

と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し

ら
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
。

（
歎
異
抄
後
序
よ
り
）

現
代
語
訳

（

、

、

そ
う
し
て
み
る
と

も
っ
た
い
な
い
こ
と
に

親
鸞
聖
人
が
ご
自
身
の
こ
と
と
し
て
お
話
に
な

っ
た
の
は
、
わ
た
し
ど
も
が
、
自
分
の
罪
悪
が

ど
れ
ほ
ど
深
く
重
い
も
の
か
も
知
ら
ず
、
如
来

の
ご
恩
が
ど
れ
ほ
ど
高
く
尊
い
も
の
か
も
知
ら

ず
に
、
迷
い
の
世
界
に
沈
ん
で
い
る
の
を
気
づ

か
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
す
）

＊

こ
の
一
節
は
、
親
鸞
聖
人
が
つ
ね
づ
ね
「
弥

陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ

ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り

け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る

本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
仰
せ
に
な
っ
た

こ
と
は
、
私
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
罪
悪
が
深
い
身

で
あ
る
か
、
ま
た
そ
う
い
う
我
が
身
を
助
け
よ

う
と
ご
苦
労
く
だ
さ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
様
の
ご

恩
が
ど
れ
ほ
ど
深
重
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
私
た

ち
に
気
づ
か
せ
て
く
だ
さ
る
た
め
で
あ
っ
た
、

と
唯
円
房
は
聖
人
の
こ
の
仰
せ
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
く
中
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人

が
ご
自
分
の
こ
と
に
仰
せ
く
だ
さ
る
お
言
葉

を
、
唯
円
様
は
ご
自
分
た
ち
へ
の
仰
せ
と
受
け

取
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
聖

人
の
仰
せ
は
、
聖
人
が
他
者
に
言
っ
て
聞
か
せ

て
や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
意
図
で
語
ら
れ
た
言

葉
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
み

じ
み
と
如
来
の
恩
徳
の
重
い
こ
と
を
自
身
の
上

に
感
じ
ら
れ
て
、
そ
の
感
じ
ら
れ
た
ま
ま
を
語

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

＊

弥
陀
の
ご
恩
の
深
い
こ
と
を
聞
い
て
は
、
そ

れ
ほ
ど
の
大
悲
の
ご
恩
に
よ
ら
ね
ば
助
か
ら
な

い
我
が
身
の
罪
悪
の
深
さ
を
知
ら
さ
れ
、
ま
た

我
が
身
の
罪
の
重
い
こ
と
を
感
じ
る
に
つ
け
て

も
、
こ
の
罪
業
の
身
を
助
け
よ
う
と
立
ち
上
が

っ
て
願
を
起
こ
し
行
を
積
ん
で
く
だ
さ
っ
た
如

来
の
ご
恩
の
深
い
こ
と
を
知
ら
せ
て
頂
く
。
自

身
の
罪
の
深
さ
と
如
来
の
ご
恩
の
深
さ
と
は
合

わ
せ
鏡
の
よ
う
に
お
互
い
を
照
ら
し
出
し
て
い

る
の
で
す
。

「
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
」
こ
と
は
阿
弥
陀
仏

が
知
り
抜
き
給
い
、
そ
の
知
ら
れ
た
罪
業
の
身

を
浄
化
し
て
仏
身
に
し
て
く
だ
さ
る
、
そ
れ
は

ひ
と
え
に
阿
弥
陀
仏
の
永
劫
修
行
の
た
ま
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
修
行
の
結
果
を
南
無
阿
弥

陀
仏
と
し
て
私
た
ち
に
与
え
、
私
ど
も
の
罪
を

す
べ
て
除
い
て
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
て
く
だ
さ

る
、
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
徳
で
す
。

＊

こ
こ
に
は
「
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
」
と
仰
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
我
ら
が
身
は
罪
悪
の
身
だ
と

の
仰
せ
で
す

『
和
讃
』
に
も

。

煩
悩
具
足
と
信
知
し
て

ぐ

そ

く

本
願
力
に
乗
ず
れ
ば

す
な
わ
ち
穢
身
す
て
は
て
て

え

し

ん

法

性
常
楽
証
せ
し
む

ほ
っ
し
ょ
う

と
あ
り
、
聖
人
は
我
ら
が
身
を
穢
身
と
仰
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
穢
身
と
は
罪
の
身
、
煩
悩
の
身

と
い
う
こ
と
で
す

『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
は

。

迷
い
の
衆
生
の
身
体
に
つ
い
て

生

身
・
煩
悩
の
二
つ
の
余(

と
も
に
尽

因
果
）
、

し
ょ
う
じ
ん

つ

く
せ
り

と
説
か
れ
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩
は
生
身
も

煩
悩
も
と
も
に
消
滅
す
る
と
、
釈
尊
は
お
説
き

に
な
っ
て
い
ま
す

「
生
身
・
煩
悩
」
と
い
う

。

の
は
煩
悩
は
因
、
生
身
は
そ
の
果
と
い
う
意
味

で
す
。
無
明
・
煩
悩
を
因
と
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
生
身
と
受
け
た
と
い
う
の
が
仏
教
の
身
体

の
見
方
で
す
。
だ
か
ら
身
体
を
受
け
た
と
い
う

こ
と
は
煩
悩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
罪
が
あ
る

と
い
う
こ
と
の
徴
な
の
で
す
。

煩
悩
と
身
体
の
因
果
は
十
二
因
縁
と
し
て
語

ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
簡
単
に
述
べ
ま
す
と
、

（
無
知
）
か
ら

（
愛
欲
・
愛
執
）
が
起

無
明

愛

こ
り
、
愛
は
生
存
（

）
を

っ
て
、

有
・

生

取

う

し
ょ
う

そ
の
結
果
身
体
を
も
っ
て
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
身
体
と
し
て
生
ま
れ
来
た
っ
た
根
本
原
因
は

無
明
・
煩
悩
（
欲
愛
・
罪
）
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す

「
罪
の
身
」
と
か
「
煩
悩
具
足
の

。

身
」
と
か
「
穢
身
」
と
か
い
う
の
は
こ
う
い
う

。

「

（

）

」

い
わ
れ
か
ら
で
す

ま
さ
に

ナ
マ

生

身

は
煩
悩
が
形
を
と
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
証

拠
に
凡
夫
の
身
体
は
「
ど
こ
ま
で
も
生
き
よ
う

と
す
る
底
知
れ
ぬ
ほ
ど
深
い
執
着
」
を
内
に
も

ち
、
外
に
は
「
食
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
身
」
で
あ
り

「
性
愛
の
身
」
と
し
て
現
実
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
縁
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
煩
悩
が

、

。

起
こ
り

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
悪
が
起
こ
る
の
か

こ
の
世
の
犯
罪
は
我
ら
が
身
体
と
実
に
深
い
関

係
が
あ
り
ま
す
。
身
体
あ
る
ゆ
え
に
、
い
か
に

浅
ま
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
。
一
片

よ

ぎ

の
肉
を
食
う
の
も
、
あ
る
い
は
食
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
も
、
ま
た
我
が
身
と
家
族
の
身
を
養
う

た
め
に
稼
が
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
身
体
を
持

か
せ

て
る
ゆ
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
ど
れ
ほ

ど
煩
悩
を
起
こ
す
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
こ
と
に

こ
の
生
身
あ
る
ゆ
え
で
あ
り
ま
す
。

＊

と
こ
ろ
が
最
近

「
こ
の
身
の
い
の
ち
は
尊

、

い
」
と
か
「
尊
い
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
が
、

真
宗
の
法
話
の
中
で
当
然
の
ご
と
く
語
ら
れ
、

「
尊
い
い
の
ち
に
目
覚
め
ま
し
ょ
う
」
と
ま
で

い
わ
れ
ま
す

「
わ
れ
ら
の
い
の
ち
は
尊
い
」

。

と
い
う
こ
と
が

（
衆
生
の
い
の
ち
の
本
質
は

、

仏
の
御
い
の
ち
な
り
）
と
い
う
よ
う
な
高
い
レ

ベ
ル
の
話
で
い
わ
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
通
り
で

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
う
い
う
高
い
レ
ベ
ル
の

話
を
聞
い
て
も
愚
か
な
凡
夫
は
そ
の
深
い
意
味

が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
「
い
の
ち
」

と
い
う
話
を
聞
け
ば
、
ま
ず
は
〈
肉
体
の
い
の

ち
〉
の
こ
と
し
か
思
い
及
び
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
と
「
二
度
と
な
い
尊
い
い
の
ち
を
大
切
に
」

と
い
う
話
は
、
こ
の
肉
体
を
大
事
に
す
る
、
健

康
に
気
を
つ
け
て
死
な
な
い
よ
う
に
す
る
程
度

の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
肉
体
の
い
の
ち
を
引

き
延
ば
す
こ
と
に
精
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
単
な
る
肉
体
へ
の
執
着
に
終
わ

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も

「
大
事
な
い
の

、

ち
」
は
凡
夫
に
と
っ
て
は
自
分
の
い
の
ち
あ
る

い
は
家
族
の
い
の
ち
の
場
合
で
あ
っ
て
、
他
者

の
い
の
ち
の
尊
い
こ
と
に
は
実
感
が
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
と
す
る
と
「
尊
い
い
の
ち
」
と
い
う
話

は
凡
夫
に
と
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
「
私
の
肉

体
的
な
い
の
ち
へ
の
執
着
」
を
さ
ら
に
強
め
て

し
ま
う
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う

疑
問
を
感
じ
る
の
で
す
。

も
し
真
宗
の
法
話
で
こ
の
身
の
い
の
ち
が
尊

い
と
い
う
な
ら
、
如
来
法
蔵
様
の
本
願
の
か
け

ら
れ
て
い
る
「
被
本
願
の
身
」
と
い
う
意
味
で

尊
い
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
が
身
の
い

の
ち
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
働
く
場
所
と
し
て

尊
い
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
弥
陀
の
本
願
を

抜
き
に
し
て
「
こ
の
身
の
い
の
ち
尊
し
」
と
だ

け
い
わ
れ
る
な
ら

我
ら
凡
夫
に
お
い
て
は

尊

、

「

い
肉
体
だ
か
ら
大
事
に
し
よ
う
、
死
な
な
い
よ

う
に
し
よ
う
」
と
い
う
「
い
の
ち
を
惜
し
む
」

話
で
し
か
受
け
と
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら

宗
祖
に
も
法
然
聖
人
に
も
い
な
釈
尊
に
も

こ
、「

の
ま
ま
の
肉
体
の
い
の
ち
が
尊
い
」
と
い
う
よ

う
な
言
葉
は
な
い
の
で
す

（
了
）

。

後
序
第
七
講

歎
異
鈔



【
初
め
て
の
イ
ン
ド
５
】

私
た
ち
は
画
家
の
秋
野
不
矩
さ
ん
た
ち
と
別
れ
、
プ
ー

、

、

リ
ー
に
来
た
が

プ
ー
リ
ー
は
海
辺
に
あ
る
美
し
い
街
で

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
聖
地
と
し
て
有
名
な
地
で
あ
る
。
そ
れ
は

こ
の
地
に
ジ
ャ
ガ
ナ
ー
ト
寺
院
と
い
う
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
住

し
た
寺
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
ベ
ー
ダ

ー
ン
タ
派
の
開
祖
と
い
わ
れ
、
イ
ン
ド
哲
学
史
上
も
っ
と

も
有
名
な
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
８
世
紀
に
生
ま
れ
、

歳
で
亡
く
な
っ
た
天
才
で
あ
る
。
仏
教
が
イ
ン
ド
で
衰

３２退
し
た
一
因
は
彼
の
仏
教
批
判
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
論
客
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ガ
ナ
ー
ト
寺
院

は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
以
外
は
入
れ
な
い
。
門
前
に
監
視
者
が

立
っ
て
い
て
異
教
徒
は
排
除
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
を
案
内
し

て
く
れ
て
い
た
原
さ
ん
か
ら
「
ジ
ャ
ガ
ナ
ー
ト
寺
院
に
な

ん
と
し
て
も
入
っ
て
み
た
い
、
一
緒
に
行
か
な
い
か
」
と

誘
わ
れ
た
。
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
イ
ン
ド
人
の

服
装
を
し
て
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
の
男
性
が
着

て
い
る
ド
ー
テ
ィ
を
腰
に
巻
き
付
け
、
顔
を
で
き
る
だ
け

か
く
し
て
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
監
視
人
の
横
を
通
っ
て

い
っ
た
が
尋
問
さ
れ
ず
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
目
ざ
す

神
殿
に
入
る
と
中
は
狭
く
薄
暗
い
。
油
が
染
み
つ
い
た
灯

明
が
た
く
さ
ん
灯
さ
れ
、
参
拝
者
が
押
し
か
け
て
い
る
。

祭
壇
の
正
面
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
て
い
て
主
神
は
見
え
な

い
。
し
ば
ら
く
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
と
、
係
の
少
年
が
サ

ッ
と
そ
の
幕
を
引
き
上
げ
る
。
す
る
と
神
と
い
う
よ
り
も

「
な
ま
は
げ
」
の
よ
う
な
姿
を
し
た
〈
神
〉
が
表
れ
た
。

参
詣
者
た
ち
は
ド
ッ
と
歓
声
を
上
げ
て
こ
の
神
に
礼
拝
を

繰
り
返
す
。
目
は
大
き
く
舌
を
ベ
ロ
リ
と
出
し
た
神
で
、

身
に
宝
石
を
ま
と
う
て
い
る
。
す
る
と
ま
た
幕
が
下
が
っ

て
見
え
な
く
な
っ
た
。
な
ん
と
も
奇
妙
な
光
景
で
あ
る
。

端
正
な
仏
像
を
拝
ん
で
き
た
私
は
こ
う
い
う
神
を
拝
む
気

に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
見
る
べ
き
も
の
は
見
た

の
で
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
近
く
の
イ
ン
ド
人
か
ら
異
教
徒

と
あ
や
し
ま
れ
尋
ね
ら
れ
た
。
私
は
ヒ
ン
ズ
ー
語
は
わ
か

ら
な
か
っ
た
が
、
４
年
も
イ
ン
ド
に
い
る
原
さ
ん
が
ヒ
ン

ズ
ー
語
で
適
当
に
即
答
し
、
逃
げ
去
る
よ
う
に
そ
の
場
を

離
れ
て
寺
の
外
に
出
た
。
緊
張
し
っ
ぱ
な
し
の
参
入
で
あ

っ
た
。
宿
泊
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
の
食
事
に
カ
レ
ー
煮
の

魚
が
出
た
。
南
イ
ン
ド
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
全
く
の
菜
食

だ
っ
た
の
で
「
あ
れ
あ
れ
」
と
思
っ
た
が
、
ラ
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
肉
食
は
必
ず
し
も
禁
止
さ
れ
て
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
プ
ー
リ
ー
は
海
に
面
し
て
い

る
か
ら
豊
富
に
魚
が
捕
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン

を
去
る
と
き
、
内
垣
先
生
が
、
一
緒
に
旅
を
と
も
に
し
て

き
た
先
生
の
甥
を
〈
こ
こ
で
し
ば
ら
く
修
行
を
す
る
よ
う

〉

。

に

と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
預
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た

そ
の
甥
と
い
う
の
は
日
本
で
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
老
女

を
は
ね
て
し
ま
い
、
甥
の
親
が
彼
の
根
性
を
た
た
き
直
し

て
欲
し
い
と
先
生
に
托
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
プ
ー

リ
ー
に
お
い
て
い
か
れ
る
の
が
い
や
で
涙
な
が
ら
に
「
お

い
て
い
か
な
い
で
一
緒
に
日
本
に
連
れ
て
帰
っ
て
く
れ
」

と
先
生
に
懇
願
し
た
が
、
聞
い
て
も
ら
え
ず
お
い
て
お
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
は
こ
こ
に
お
れ
る
彼
が
む
し
ろ

。

、

う
ら
や
ま
し
か
っ
た

プ
ー
リ
ー
か
ら
ま
た
汽
車
に
乗
り

夜
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ハ
ウ
ラ
ー
駅
に
着
い
た
。
構
内
は
多
く

の
人
が
座
り
込
ん
で
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。

近
く
の
ハ
ウ
ラ
ー
橋
は
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
の
行
列
で

混
雑
し
て
い
た
。
し
か
も
男
性
ば
か
り
で
、
異
様
な
雰
囲

気
で
あ
っ
た
。
当
時
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
の
影

響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
ル
カ
ッ
タ
ほ
ど
人

の
多
い
と
こ
ろ
は
初
め
て
で
人
混
み
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
私
た
ち
は
タ
ク
シ
ー
で
ベ
ル
ー
ル
マ
ー
ト
に
あ
る

ラ
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
本
部
に
行
き
、
ゲ
ス
ト

ハ
ウ
ス
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
。
次
の
日
の
朝
食
後
ラ
ー
マ

ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
の
管
長
様
に
面
会
す
る
。
教
団
の
頭
首

に
お
会
い
で
き
る
の
は
幸
運
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
管

長
様
は
ご
高
齢
で
痩
せ
て
お
ら
れ
イ
ス
に
座
ら
れ
た
ま
ま

だ
っ
た
。
そ
の
後
こ
こ
の
修
行
僧
が
ガ
ン
ジ
ス
河
の
対
岸

に
あ
る
ダ
ク
シ
ネ
ス
ワ
ー
ル
の
ド
ッ
キ
ネ
ッ
シ
ョ
ル
寺
院

に
案
内
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
ガ

ン
ジ
ス
河
に
面
し
て
い
て
こ
こ
か
ら
小
さ
な
ボ
ー
ト
に
乗

り
込
ん
だ
。
天
気
が
よ
く
て
空
が
青
く
、
そ
よ
風
が
吹
い

て
実
に
さ
わ
や
か
で
あ
っ
た
。
河
幅
は
広
い
の
で
四
十
分

ほ
ど
か
か
っ
て
対
岸
の
船
着
き
場
に
着
い
た

（
続
）

。


