
仏
光
照

曜
最
第
一

し
ょ
う
よ
う

光
炎
王
仏
と
な
づ
け
た
り

こ
う
え
ん
の
う

三
塗
の
黒
闇
ひ
ら
く
な
り

さ

ん

ず

こ
く
あ
ん

大
応
供
を
帰
命
せ
よ

お

う

ぐ

き
み
ょ
う

〈
現
代
語
訳
〉

（
こ
の
仏
の
光
明
の
輝
き
は
第
一

に
勝
れ
て
い
る
の
で
、
光
炎
王
仏

と
名
づ
け
る
。
三
塗
の
迷
闇
を
も

照
破
さ
れ
る
。
大
応
供
の
弥
陀
を

た
の
み
と
せ
よ
）

〈
語
句
〉

光
炎
王
仏
ー
ー
ー
諸
仏
の
光
明
の

お
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
勝
れ
た

光
明
の
仏
。
炎
王
光
に
同
じ
。
親

鸞
聖
人
は
『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』

に
「
炎
王
光
と
申
す
は
、
ひ
か
り

の
さ
か
り
に
し
て
、
火
の
さ
か
り

に
も
え
た
る
に
た
と
へ
ま
ゐ
ら
す

る
な
り
。
火
の
炎
の
煙
な
き
が
さ

か
り
な
る
が
ご
と
し
と
な
り

」
と

。

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

三
塗
ー
ー
ー
猛
火
に
焼
か
れ
る

さ

ん

ず

火
塗
（
地
獄

、
刀
・
杖
で
迫
害
さ

）

か

ず

れ
る
刀
塗
（
餓
鬼

、
お
互
い
に
食

）

と

う

ず

い
合
う
血
塗
（
畜
生
）
の
三
悪
趣

け

つ

ず

を
い
う
。

大
応
供
ー
ー
ー
応
供
は
衆
生
の
供

養
を
受
け
る
に
十
分
に
値
す
る
尊

敬
す
べ
き
お
方
の
こ
と
。
仏
の
尊

称
。
大
の
一
字
を
加
え
て
、
仏
の

中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
仏
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
阿
弥
陀
仏
の
別
名
と

さ
れ
る
。＊

＊

＊

今
回
の
こ
の
ご
和
讃
も
七
高
僧

の
お
一
人
で
あ
る
中
国
の
曇
鸞
大

師
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
出
て

い
ま
す
、

「
仏
光
照
曜
す
る
こ
と
最
第
一
な

り

ゆ
え
に
仏
を
ま
た
光
炎
王
と
号

。

な
づ

け
た
て
ま
つ
る

三
塗
の
黒
闇
光
啓

。

こ
う
け
い

を
こ
う
む
る
。
こ
の
ゆ
え
に
大
応

供
を
頂

礼
し
た
て
ま
つ
る

」
。

ち
ょ
う
ら
い

を
そ
の
ま
ま
和
讃
に
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
曇
鸞
大
師
の
こ
の

言
葉
は

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の

、

「
こ
の
光
に
遇
え
ば
、
三
垢
消
滅

あ

さ

ん

く

し

身
意
柔

軟
に
し
て

歓
喜
踊
躍

、

、

に
ゅ
う
な
ん

ゆ

や

く

し
善
心
を
こ
こ
に
生
ず

も
し
三
塗

。

さ

ん

ず

・
勤
苦
の
処
に
あ
り
て
こ
の
光
明

ご

ん

く

を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
み
な
休
息

す
る
こ
と
を
得
て
、
ま
た
苦
悩
な

け
ん
。
い
の
ち
終
わ
り
て
後
、
み

な
解
脱
を
こ
う
む
る

」
。

げ

だ

つ

の
お
言
葉
に
依
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
文
の

意
味
は

「
こ
の
光
に
遇
う
者

は
、
む
さ
ぼ
り
、
い

か
り
、
愚
痴
の
煩
悩

（
三
垢
）
が
消
え
て

い
き
、
身
も
心
も
柔

か
く
な
る
。
そ
し
て
喜
び
に
満
た

さ
れ
て
、
悪
を
つ
つ
し
み
善
に
励

も
う
と
の
思
い
が
お
の
ず
と
湧
い

て
く
る
。
も
し
三
塗
（
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
）
な
ど
の
苦
し
み
の
境

涯
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
光
明
を
見

た
て
ま
つ
れ
ば
、
み
な
安
ら
ぎ
が

与
え
ら
れ
、
再
び
苦
悩
の
境
涯
に

も
ど
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
迷

い
の
い
の
ち
が
終
わ
っ
て
、
み
な

解
脱
（
さ
と
り
）
を
開
き
仏
に
な

ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る

」
。

。

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

こ
の
ご
和
讃
の
元
で
あ
る
こ
の
経

文
か
ら
、
仏
の
光
明
の
は
た
ら
き

は
「
三
塗
の
黒
闇
」
を
破
り
開
き

た
も
う
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
よ
く
理
解
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
ほ
ど
の
光
明
の
輝
け
る
は
た
ら

き
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
光
明
の

「

」

興

盛
な
徳
の
さ
ま
を

光
炎
王
仏

こ
う
じ
ょ
う

（
炎
王
光
）
と
讃
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

地
獄
の
よ
う
な
苦
し
み
の
中
に

あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に

遇
う
な
ら
ば
、
安
ら
ぎ
が
与
え
ら

れ
、
つ
い
に
は
一
切
の
束
縛
の
苦

、

し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
の
こ
と

ま
こ
と
に
偉
大
な
光
明
の
は
た
ら

き
で
あ
り
ま
す
。

光
明
・
名
号
に
あ
え
ば
私
た
ち

は
、
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
安
ら

ぎ
が
与
え
ら
れ
、
む
さ
ぼ
り
や
怒

り
や
自
己
中
心
的
な
思
い
が
次
第

に
除
か
れ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と

に
本
当
の
満
足
感
が
与
え
ら
れ
喜。

び
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

そ
れ
ば
か
り
か
、
悪
を
は
じ
善
を

行
い
た
い
と
い
う
心
が
お
の
ず
か

ら
湧
い
て
く
る
と
説
か
れ
て
お
り

ま
す
。

光
焔
王
仏
と
説
か
れ
る
阿
弥
陀

こ
う
え
ん
の
う
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仏
光
照
曜
最
第
一

し

ょ

う

よ

う

《

》

念
佛
寺
報
恩
講

（
月
）

十
二
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

ご
講
師

芦
屋
市

片

岡

雅

子

先
生

＊
な
お
十
二
月
二
十
二
日
は

よ
り

午
前
十
時

勤
行
・
法
話
（
念
佛
寺
住
職
）
が
あ
り
ま
す
。



仏
の
光
明
の
徳
に
浴
し
た
い
も
の

で
す
。
法
然
聖
人
と
か
親
鸞
聖
人

と
か
幾
多
の
妙
好
人
と
い
わ
れ
る

お
方
は
、
こ
う
し
た
光
明
の
功
徳

に
す
っ
ぽ
り
と
身
を
浴
し
き
ら
れ

た
お
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
仏
説
の
通
り
を
身
に
浸

み
て
実
感
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
三
塗
と
い
う
の
は
、
地

獄
・
餓
鬼
・
畜

生
の
〈
三
悪
道
〉

が

き

ち
く
し
ょ
う

と
も
い
い
、
苦
の
状
況
の
程
度
に

よ
り
、
地
獄
は
最
も
苦
し
い
と
こ

ろ
で
あ
り
、
餓
鬼
や
そ
し
て
畜
生

、

は
地
獄
ほ
ど
の
苦
し
み
は
な
い
が

同
じ
く
苦
の
境

涯
で
あ
る
と
い
わ

き
ょ
う
が
い

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
苦
の
質
に
よ
っ
て
三
悪

道
に
分
け
ら
れ
、
地
獄
は
怒
り
や

憎
し
み
や
嫉
妬
な
ど
に
よ
っ
て
、

生
み
出
さ
れ
る
苦
し
み
の
境

涯
、

き
ょ
う
が
い

餓
鬼
は
貪
欲
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
世
界
、
畜
生
は
自
己
中
心
的

な
愚
か
な
想
念
（
愚
痴
）
に
よ
っ

て
生
じ
る
領
域
と
し
て
説
か
れ
て

い
ま
す
。

た
だ
、
三
悪
道
は
こ
の
人
間
世

界
の
中
に
に
お
い
て
も
、
瞋
恚
や

し

ん

に

貪
欲
や
愚
か
さ
に
よ
っ
て
生
じ
る

と
ん
よ
く

状
況
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
あ

り

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
で
は
イ

、
ダ
イ
ケ
夫
人
が
、
怒
れ
る
息
子
の

阿
闍
世
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
、
そ

の
苦
し
み
の
中
で
釈
尊
に
、

「
閻
浮
提
・
濁
悪
世
を
ば
ね
が
わ

え
ん

ぶ
だ
い

ず
。
こ
の
濁
悪
処
は
地
獄
・
餓
鬼

・
畜
生
、
盈
満
し
て
、
不
善
の
と

よ
う
ま
ん

も
が
ら
多
し
」

と
云
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
間
世

界
（
閻
浮
提
）
に
お
い
て
も
、
邪

え
ん

ぶ
だ
い

悪
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
苦
し

み
の
状
況
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生

と
し
て
云
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

実
際
、
現
在
の
シ
リ
ア
の
状
況

の
よ
う
な
、
非
常
に
苦
し
い
状
態

を
「
あ
た
か
も
地
獄
の
よ
う
だ
」

と
い
っ
た
り
、
儲
か
る
と
な
る
と

も
う

そ
こ
へ
群
が
る
の
を
「
餓
鬼
の
よ

む
ら

う
だ
」
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
苦
し
く
悪
し
き
状
況

を
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
、
地
獄

・
餓
鬼
・
畜
生
と
い
わ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
死
後
に

、

三
悪
道
に
堕
ち
る
場
合
も
あ
れ
ば

こ
の
世
に
お
い
て
も
三
悪
道
の
よ

う
な
状
況
を
つ
く
り
出
す
こ
と
も

あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
日
常
生
活
で
も
、
大
な

り
小
な
り
自
ら
が
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
の
よ
う
な
苦
し
み
の
闇
の
中

に
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
中
で
、

「
三
塗
・
勤
苦
の
処
に
あ
り
て
こ

ご

ん

く

の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
み

な
休
息
す
る
こ
と
を
得
る
」

と
の
仏
の
お
言
葉
は
、
有
難
い
お

言
葉
で
す
。
な
お
〈
勤
苦
の
処
〉

と
は
苦
し
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
味

で
す
。

、

こ
れ
に
つ
い
て
思
い
出
す
の
は

か
つ
て
藤
原
正
遠
師
が
よ
く
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
も

ゆ
く
べ
き
道
の

「
た
え
た
れ
ば

口
わ
り
た
も
う

、

南
無
阿
弥
陀
仏

で
、
苦
し
い
中
に
南
無
阿
弥
陀
仏

が
出
て
く
だ
さ
る
と
、
一
息
つ
け

さ
せ
て
い
た
だ
け
る
」

と
。
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
す
ね
。

困
る
こ
と
や
や
り
き
れ
な
い
と
き

に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
口
に
一
声

出
て
く
だ
さ
る
と
、
ほ
っ
と
一
息

つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
。
不
思

議
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
の
な
か
で
、
自

然
に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
お
心
が

浸
透
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
く
の
で

。

、

は
な
い
で
し
ょ
う
か

で
す
か
ら

困
っ
た
ら
お
念
仏
な
の
で
あ
り
ま

す
。
つ
れ
な
か
っ
た
ら
お
念
仏
な

の
で
あ
り
ま
す
。
や
り
き
れ
な
か

。

っ
た
ら
お
念
仏
な
の
で
あ
り
ま
す

ま
こ
と
に
煩
い
悩
み
は
お
念
仏
の

助
縁
な
の
で
す
。
実
に
有
難
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
人
生
は
念
仏
申
さ
ず
に
は
生

き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
念

仏
申
さ
ず
に
は
生
き
ら
れ
な
い
の

が
人
生
で
あ
る
」
と
先
達
は
申
さ

れ
ま
す
。
苦
し
み
や
不
安
の
多
い

人
生
に
、
お
念
仏
は
ぴ
っ
た
り
と

は
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。

腹
が
立
っ
た
ら
、
立
ち
っ
ぱ
な

し
に
せ
ず
に
そ
れ
を
お
念
仏
の
縁

と
し
て
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
申
す

の
で
あ
り
ま
す
。
淋
し
か
っ
た
ら

淋
し
い
思
い
に
留
ま
ら
な
い
で
、

お
念
仏
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。

む
な
し
い
思
い
が
起
こ
る
な
ら
、

、

そ
れ
を
無
理
に
払
お
う
と
せ
ず
に

む
な
し
い
心
を
縁
と
し
て
お
念
仏

を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
不
安
が

起
こ
っ
た
ら
起
こ
っ
た
ま
ま
、
不

安
を
無
理
に
押
さ
え
よ
う
と
せ
ず

。

お
念
仏
に
転
じ
る
の
で
あ
り
ま
す

そ
こ
に
ほ
っ
と
一
息
つ
か
せ
て

く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る

と
苦
し
み
や
不
安
の
中
に
も
一
条

の
光
が
さ
し
こ
ん
で
く
る
の
で
あ

。

、

り
ま
す

ほ
っ
と
一
息
つ
く
の
は

自
分
に
は
自
覚
で
き
な
く
て
も
、

「
阿
弥
陀
仏
は
あ
な
た
と
共
に
い

る
、
あ
な
た
を
は
な
さ
な
い
。
つ

い
て
い
る
よ
」
と
い
う
大
悲
の
さ

さ
や
き
が
何
か
し
ら
感
じ
る
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
宗
の
教
え
を
聞
い
た
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
い
人
が
、
よ
く
危
機

的
な
状
況
に
で
く
わ
し
た
時
に
、

「
思
わ
ず
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
が
出

た
」
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
聞

き
ま
す
。
そ
れ
は
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
の
言
葉
の
中
に
は
、
私
た
ち
の

方
か
ら
云
う
と
「
助
け
て
」
で
あ

、

「

」

っ
て
も

そ
れ
は
実
は

助
け
る

「
こ
こ
に
い
る

「
引
き
受
け
る
」

」

「
連
れ
て
い
く
（
浄
土
へ

」
と
仰

）

せ
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の

御
心
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
す
で
に

こ
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
お
心
が
最
初
に
あ
る
か
ら
、
そ

し
て
私
た
ち
に
先
立
っ
て
喚
び
か

け
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
仏
法
を
聞

、

い
た
こ
と
も
無
い
人
の
口
か
ら
も

行
き
づ
ま
っ
た
と
き
思
わ
ず
「
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
出
て
く
だ
さ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
中
で
、
阿

弥
陀
様
の
慈
愛
の
お
心
が
知
ら
ぬ

ま
に
浸
透
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
い
う
事
を
い
い
ま
す
と
、

「
お
念
仏
は
救
い
の
手
段
で
は
な

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
自
力

の
念
仏
に
な
る
」
と
思
わ
れ
る
お

方
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
重

々
承
知
の
上
で
云
っ
て
い
る
の
で

す
。南

無
阿
弥
陀
仏
の
お
言
葉
は
、

阿
弥
陀
仏
の
「
助
け
る

「
引
き
受

」

け
る
」
の
勅
命
で
あ
り
、
お
助
け

そ
の
も
の
の
声
で
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
一
声
で
も
南
無
阿
弥
陀

仏
を
称
え

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」

、

と
耳
に
聞
こ
え
る
、
そ
の
一
言
、

一
事
の
処
に
救
い
は
す
で
に
来
て

下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
私
た
ち

に
受
け
取
れ
る
、
す
な
わ
ち
信
知

で
き
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
と
も
か
く
も
ま
ず
南
無
阿
弥

陀
仏
と
親
し
く
な
り
、
そ
れ
に
日



頃
接
し
、
称
え
聞
い
て
い
き
ま
す

と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
お
助
け

そ
の
も
の
、
阿
弥
陀
仏
様
そ
の
も

の
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に
気
が
つ
く

人
も
い
ま
す
し
、
な
か
な
か
気
づ

。

、

か
ぬ
人
も
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も

阿
弥
陀
仏
の
救
い
は
い
つ
で
も
一

人
一
人
の
と
こ
ろ
に
只
今
に
と
ど

い
て
い
る
の
で
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
日
常
に
お
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
さ
わ
り
や
悩
み

を
縁
と
し
て
、
お
念
仏
を
申
す
、

そ
こ
に
ほ
っ
と
一
息
が
つ
く
。
そ

ん
な
中
で

「
あ
あ
こ
の
南
無
阿
弥

、

陀
仏
様
が
お
助
け
で
あ
っ
た
。
私

と
と
も
に
い
て
下
さ
る
」
と
知
ら

さ
れ
る
時
、
ほ
っ
と
す
る
だ
け
で

は
な
く
て
、
ま
こ
と
の
安
ら
ぎ
、

大
い
な
る
慰
め
（
大
安
慰
）
が
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

。

が
信
心
で
あ
り
安
心
で
あ
り
ま
す

一
時
の
な
ぐ
さ
め
ど
こ
ろ
か
、
大

悲
の
お
心
と
離
れ
な
く
な
り
、
摂

取
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
は

や
阿
弥
陀
仏
と
離
れ
る
こ
と
の
な

い
で
あ
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
こ
の
ご
和

讃
で
は
「
三
塗
の
黒
闇
ひ
ら
く
な

り
」
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

〈
黒
闇
〉
と
い
う
の
は
、
私
た

ち
の
心
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
て
、

閉
じ
ら
れ
て
暗
く
、
冷
た
く
、
苦

し
い
凡
夫
の
心
を
い
う
の
で
す
。

私
自
身
は
自
分
の
心
が
明
る
い

、

、

と
思
っ
て
い
て
も

そ
れ
は
大
抵

現
在
が
自
分
に
都
合
の
い
い
状
態

の
中
に
あ
る
場
合
で
あ
り
、
縁
が

来
れ
ば
と
た
ん
に
苦
し
み
の
底
へ

放
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
不
安
定
な

心
で
あ
り
ま
す
。
都
合
が
悪
く
な

れ
ば
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
目
に
あ

」

、

う
の
か

と
嘆
き
苦
し
む
状
態
に

あ
っ
と
い
う
間
に
堕
ち
て
、
そ
こ

に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま

す
。私

た
ち
は
自
分
の
心
は
結
構
明

る
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
私
た
ち

の
心
の
有
様
を
底
の
底
ま
で
知
り

抜
き
た
も
う
阿
弥
陀
様
か
ら
見
ら

れ
る
と
、
私
た
ち
の
心
は
〈
真
っ

暗
な
闇
〉
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
欲
求
と
不
足
不
満
と

自
愛
の
固
ま
り
の
ご
と
き
も
の
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
師

か
ら
「
煩
悩
に
目
鼻
を
つ
け
た
の

が
人
間
で
あ
る
」
と
お
聞
き
し
ま

し
た
が
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
否

定
で
き
ま
せ
ん
ね
。

阿
弥
陀
仏
の
光
に
自
分

の
心
が
で
あ
っ
て
な
く
、

自
分
の
心
の
中
に
光
が
さ

し
て
い
な
い
と
、
心
が
閉

塞
さ
れ
て
暗
い
ま
ま
な
の

で
す
ね
。

そ
ん
な
黒
闇
の
状
態
の

私
の
心
が
、
南
無
阿
弥
陀

仏
を
聞
く
と
こ
ろ
に
、
阿
弥
陀
仏

の
光
が
入
っ
て
下
さ
っ
て
私
の
閉

鎖
さ
れ
た
暗
闇
の
心
が
破
ら
れ
開

か
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
は
た
ら
き

を
こ
こ
で
は
〈
光
焔
王
仏
〉
と
申

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
に
帰
命
せ
よ
、

「

」
、

す
な
わ
ち

ヨ
リ
カ
カ
リ
な
さ
い

「
タ
ノ
ミ
な
さ
い
」
と
聖
人
は
私

。

た
ち
に
お
勧
め
く
だ
さ
る
の
で
す

〈
大
応
供
〉
と
は
阿
弥
陀
仏
を

讃
え
ら
れ
た
別
称
で
す
。
応
供
と

は
供
養
を
受
け
る
に
値
す
る
お
方

を
意
味
し
、
仏
陀
を
讃
え
る
別
称

で
す
が
、
こ
こ
で
は
諸
仏
の
王
で

あ
る
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
〈
大
応

供
〉
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
了
）

《
住
職
雑
感
》

最
近
、
し
き
り
に
感
じ
る
の
は
「
も
う

充
分
生
き
た

と
い
う
実
感
で
あ
る

充

」

。「

分
に
生
き
た
の
で
、
ま
だ
生
き
足
り
な
い

と
か
、
も
の
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
は
な

い
」
と
、
今
の
自
分
は
思
う
。
し
か
し
、

こ
う
言
っ
て
い
て
も
い
ざ
と
な
る
と
「
も

っ
と
も
っ
と
生
き
た
い
」
と
思
う
か
も
知

れ
な
い
。
自
分
の
心
は
ア
テ
に
な
ら
な
い

か
ら
。
と
も
か
く
、
な
に
か
知
ら
ぬ
が
、

充
分
生
き
た
よ
う
に
今
は
感
じ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
感
じ
の
元
に

「
遇
い
が

、

た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
年
老
い
て
く
る
と
、
祖
師
の
「
無
始
流

転
の
苦
を
す
て
て

無
上
涅
槃
を
期
す
る

こ
と

（
ご
和
讃
）
と
仰
せ
ら
れ
る
お
言

」

葉
が
や
は
り
有
難
い
。
先
師
が
「
身
体
が

ダ
メ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
お
浄

土
に
引
き
取
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
徴
で
あ

る
」
と
い
わ
れ
た
お
言
葉
も
尊
い
。

た
だ
、
残
り
ど
れ
ほ
ど
生
き
て
も
、
自

ら
の
人
生
に
お
い
て
、
肉
体
が
死
ぬ
こ
と

以
外
に
、
自
分
の
人
生
に
、
特
別
な
こ
と

。

、

は
起
こ
り
そ
う
も
な
い

そ
れ
ど
こ
ろ
か

今
ま
で
経
験
し
て
き
た
こ
と
の
い
ろ
い
ろ

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
ば
か
り
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
味
乾
燥
な

人
生
生
活
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

生
き
甲
斐
と
い
う
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ

る
。
そ
し
て
見
方
に
よ
る
と
、
人
生
と
世

界
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
〈
事
柄
〉
で
あ

る
と
も
い
え
る
。

無
能
な
私
は
こ
れ
か
ら
特
に
何
か
を
な

せ
る
わ
け
で
も
な
く
、
真
宗
の
教
え
は
親

鸞
聖
人
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

り
、
そ
の
後
の
先
達
が
、
言
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
事
は
相
当
語
り
及
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い

る
が
、
未
来
に
さ
ら
に
真
宗
の
教
え
を
豊

か
に
展
開
す
る
優
秀
な
真
宗
人
が
出
て
く

だ
さ
る
こ
と
を
願
う
。

話
は
変
わ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
で
「
日
本

国
民
の
財
布
が
固
く
、
消
費
が
旺
盛
で
な

い
」
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
、
政
府
は
国
民

が
も
っ
と
消
費
す
る
よ
う
に
と
ハ
ッ
パ
を

か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
三
〇
年
ほ
ど
前

の
消
費
文
化
真
っ
盛
り
な
頃
の
国
民
意
識

と
現
代
の
国
民
意
識
と
は
変
化
が
あ
る
と

思
う
。
お
金
が
な
い
か
ら
物
を
沢
山
買
え

な
い
の
で
国
内
の
消
費
が
落
ち
た
と
い
う

よ
り
も
、
そ
ん
な
に
買
う
必
要
が
な
い
と

い
う
意
識
が
だ
ん
だ
ん
強
ま
っ
て
き
た
の

で
は
無
か
ろ
う
か
。
一
方
、
現
代
の
中
国

で
は
今
や
「
物
を
買
う
」
消
費
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
注
い
で
い
る
人
が
多
い
が
、
そ
れ

は
か
っ
て
日
本
人
が
来
た
道
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
日
本
は
社
会
が
成
熟
し

つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
さ
て
こ
れ
か

ら
日
本
人
は
何
を
求
め
て
生
き
よ
う
と
す

る
の
か
。
私
た
ち
昭
和
二
〇
年
始
め
に
生

ま
れ
た
も
の
は
、
と
に
か
く
働
い
て
ア
メ

リ
カ
人
の
よ
う
な
豊
か
な
生
活
を
目
指
す

と
い
う
、
一
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
う

い
う
目
的
は
今
の
若
い
人
に
は
生
き
る
動

。

「

、

機
と
な
り
に
く
い

若
い
人
に
は

さ
あ

あ
な
た
は
こ
の
人
生
で
本
当
の
と
こ
ろ
何

を
し
た
い
で
す
か
、
何
を
実
現
し
た
い
の

で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
ま
ず
真
向
き
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

（
了
）

《念
佛
寺
同
朋
会
》

一
月
二
十
二
日
（
木
）

土
井
尚
存

法
話

副
住
職

＊
来
月
の
法
話
は
副
住
職
が
担
当
し
ま
す
。
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そ
れ
で

「
今

「
信
心
が
得
た
い
」
の

「
ハ

、

」
、

、

ッ
キ
リ
な
り
た
い
の
」
と
い
う
苦
が
、
モ
ガ
キ
が

無
け
れ
ば
、
ア
リ
ガ
タ
ク
、
又

「
先
き
」
に
な

、

、

、「

」

、「

」

、

っ
て

又

苦

が

モ
ガ
キ

が
出
よ
う
が

そ
れ
は
、
又
、
そ
の
時
の
こ
と
で
、
よ
い
で
は
な

い
で
す
か
。

た
だ
念
佛
の
み
ぞ
マ
コ
ト
に
て
お
わ
し
ま
す

で
あ
り
、

た
だ
念
佛
せ
よ

の
「
仰
せ

「
お
勅
命
」
だ
け
が
、
マ
コ
ト
に
て

」

ま
し
ま
す
の
で
あ
り

「
マ
コ
ト
に
て
お
わ
し
ま

、

す
」
と
い
う
よ
う
な

「
思
い
」
も
、
ど
う
で
も

、

よ
い
こ
と
で
、

た
だ
お
念
佛
申
さ
せ
て
い
た
だ
け

の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

仰
せ
の
ま
ン
ま
に
お
念
佛
申
し
て
い
た
ら
、
た

し
か
に

「
ま
い
れ
る
」
か

「
し
か
し
、
は
た
し

、

、

て
、
ま
い
れ
る
か
、
ま
い
ら
せ
て
下
さ
る
の
だ
ろ

う
か
」
の
確
認
、
凡
夫
、
ワ
レ
ラ
と
し
て
の
「
確

」

、

。

認

た
し
か
め
は

い
ら
ん
の
で
な
い
だ
ろ
う
か

如
来
に
、

「

」

、「

」

若
不
生
者
不
取
正
覚

と
い
う

如
来
さ
ま

の
方
に

「
確
認

「
確
信
」
が
あ
れ
ば

「
如
来

、

」

、

」

、

さ
ま
の
お
手
許
が
ハ
ッ
キ
リ

し
て
さ
え
お
れ
ば

凡
夫
の
方
の
「
確
認
」
や

「
念
佛
申
し
て
お
れ

、

ば
、
キ
ッ
ト
、
ま
い
ら
せ
て
下
さ
る
」
と
い
う
よ

、

、

「

」

う
な

凡
夫
の
確
信

凡
夫
の
方
の

ハ
ッ
キ
リ

は
用
が
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。

○

ワ
レ
々
々
凡
夫
の
確
認
や
、
確
信
や
、
ハ
ッ
キ

リ
は

因
縁
次
第
で
か
わ
る
の
で

い
く
ら

確

、

、

、「

認
」
し
て
も
「
確
信
」
し
て
も

「
ハ
ッ
キ
リ
」

、

な
っ
て
も
、
最
后
の
タ
ノ
ミ
に
は
、
決
し
て
な
ら

な
い
。
凡
夫
に
属
す
る
こ
と
は

「
身
口
意
」
の

、

三
業
に
、
ど
れ
だ
け

「
ア
リ
ガ
タ
イ
コ
ト

「
タ

、

」

シ
カ
ナ
コ
ト
」
が
あ
ら
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
、
所

詮
、ヨ

ロ
ズ
の
こ
と
、
み
な
も
て
、
ソ
ラ
ゴ
ト
、
タ

ワ
ゴ
ト
、
マ
コ
ト
あ
る
こ
と
な
し

で
あ
る
か
ら

「
ヒ
ッ
キ
ョ
ウ
依
」
と
は
な
ら
な

、

い
。

、

。

た
だ
念
佛
の
み
ぞ
マ
コ
ト
に
て

お
わ
し
ま
す

、

、

、

、

た
だ
如
来

聖
人
の
お
勅
命

仰
せ

の
み
が

マ
コ
ト
に
て
お
わ
し
ま
す
、

で
、
そ
う
思
う
凡
夫
の
思
い
は
タ
ノ
ミ
に
な
ら
な

い
も
の
ゆ
え
、

「
そ
の
二
つ
を
す
て
て
、
ミ
ダ
を
タ
ノ
ム
、
仰

せ
を
タ
ノ
ム
、
お
勅
命
を
タ
ノ
ム
の
だ
ぞ
」

と
い
っ
て
も

「
タ
ノ
ム
、
思
い
」
を
タ
ノ
ム
、

、

の
で
は
な
く
て
、
仰
せ
の
ま
ま
に
、
た
だ
念
佛
せ

よ
の
、
お
勅
命
の
ま
ン
ま
に
、
凡
夫
の
思
い
に
、

こ
だ
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
凡
夫
の
い
ろ
い
ろ
な
思

い
を
縁
と
し
て
、

た
だ
「
仰
せ
」
の
ま
ン
ま
に
、
お
勅
命
の
ま
ン
ま

に
、
た
だ
声
に
、
口
に
、
オ
ー
ム
念
佛
申
す
、
発

音
念
佛
申
す
、

以
外
の
「
ミ
ダ
を
タ
ノ
ム
」
と
い
う
こ
と
も
、
無

い
の
で
あ
る
ま
い
か
。

○

こ
こ
で
、
紀
さ
ん
、
も
う
一
度
、
サ
ダ
女
の

私
は
ど
う
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
ウ
タ
ガ
イ
晴

れ
ま
せ
ぬ
、
聞
こ
え
ま
せ
ぬ
が
、
い
か
が
致
し
ま

し
ょ
う
。

に
対
し
て
、
香
師
が

「
そ
の
ま
ま
、
称
え
る
ば
か
り
」

と
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、
思
い
出
し
て
下
さ
い
。

○

「
仰
せ
」
の
ま
ン
ま
に

た
だ
念
佛
せ
よ
の

「
お
勅
命
」
の
ま
ン
ま
に
、

た
だ
口
に
、
声
に
、
お
念
佛
、
申
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ

っ
て
、

信
じ
ら
れ
る
と
か
、

信
じ
ら
れ
ぬ
と
か
、

ウ
タ
ガ
イ
晴
れ
た
と
か
、

晴
れ
ま
せ
ん
と
か
、

聞
こ
え
た
と
か
、

聞
こ
え
ま
せ
ぬ

と
か
い
う
よ
う
な
、

ワ
レ
ワ
レ
凡
夫
の
コ
コ
ロ
、
凡
夫
の
思
い
に
、
属

、

、

、

す
る
こ
と
は

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り

又

ど
う
で
も
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
ワ

レ
ワ
レ
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
ま
い
か
、

ワ
レ
ワ
レ
の
「
コ
コ
ロ

「
思
い
」
が
、
ど
う
あ

」

る
に
し
て
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、

「
よ
き
人
の
仰
せ
」

「
如
来
の
お
勅
命
」

「
乃
至
十
念

若
不
生
者

不
取
正
覚
」

の
御
誓
願
の
ま
ン
ま
に
、

た
だ
念
佛
申
す
、

よ
り
、
ホ
カ
な
い
の
が
、
ワ
レ
ワ
レ
の
「
現
実
」

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

○

「
又
、
も
が
き
苦
し
む
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
」

と
あ
る
が
、
そ
の
時
は
、
又
、
そ
の
時
の
因
縁
の

ま
ま
に

「
も
が
き
苦
し
ん
で
も

、

、

」

結
極
は
、
又
、

た
だ
念
佛

に
帰
る
ホ
カ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

○

「
果
遂
」
の
誓
い
と
い
う
の
は
、

自
力
よ
り
他
力
へ

と
い
う
場
合
、
い
わ
ゆ
る
入
信
の
時
だ
け
の

一
回
だ
け
の

「
オ
ハ
タ
ラ
キ
」
だ
け
で
な
く
て
、

臨
終
一
念
の
夕
べ
ま
で
、
如
来
の
果
遂
の
誓
願
力

に
お
世
話
に
な
る
ホ
カ
な
い
の
で
あ
る
。

、

「

」

「

」

、

一
生
涯

如
来
の

果
遂

の

誓
願
力

に

、

、

、

お
世
話
を
か
け
て

迷
う
て
は

引
き
も
ど
さ
れ

疑
う
て
は
、
本
願
念
佛
に
立
ち
か
え
さ
れ
て
、
一

生
を
、
す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
く
ホ
カ
は
な
い
ワ
レ

ワ
レ
凡
夫
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（

続
く
）

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信

２７

平成２７年度御年忌年回表

１周忌 平成２６年亡
３回忌 平成２５年亡
７回忌 平成２１年亡

１３回忌 平成１５年亡
１７回忌 平成１１年亡
２３回忌 平成 ５年亡
２７回忌 平成 元年亡
３３回忌 昭和５８年亡
５０回忌 昭和４１年亡

２３回忌と２７回忌をせずに２５回忌に（
いとなむ数え方もあります。また５０回忌

）以後は５０年ごとになります


