
顔
容
端

正
た
ぐ
い
な
し

げ
ん
よ
う
た
ん
じ
ょ
う

精
微
妙
躯
非
人
天

し
ょ
う
み
み
ょ
う
く

虚
無
之
身
無
極
体

こ

む

し

む

ご

く

平
等
力
を
帰
命
せ
よ

（
浄
土
和
讚
）

現
代
語
訳
（
阿
弥
陀
如
来
の
お
浄

土
の
聖

者
方
は
、
顔
か
た
ち
が
整

し
ょ
う
じ
ゃ

い
勝
れ
て
お
い
で
に
な
り
、
姿
形

の
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
と
て
も
く

ら
べ
る
も
の
が
な
い
。
清
ら
か
で

美
し
く
、
高

尚
深
遠
な
お
か
ら
だ

こ
う
し
ょ
う
し
ん
え
ん

は
、
人
間
や
神
々
を
は
る
か
に
超

え
勝
れ
て
お
い
で
に
な
る
。
し
か

も
色
や
形
を
離
れ
た
真
実
そ
の
も

の
を
本
体
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
の
聖
者
方
に
平

等
な
こ
の
上
な
き
徳
を
得
さ
せ
る

平
等
力
の
阿
弥
陀
如
来
を
帰
命
し

た
て
ま
つ
れ
）

（
語
意
）

端
正
（
よ
く
整
っ
て
い
る
こ
と
）

精
微
妙
躯
（
す
ぐ
れ
て
こ
ま
や
か

し
ょ
う
み
み
ょ
う
く

な
た
え
な
る
身
体
）

人
天
（
人
間
・
神
々
）

虚
無
之
身
（
と
ら
わ
れ
る
べ
き
実

体
の
な
い
身
、
法
身
の
こ
と
。
無

極
体
も
同
じ
）

＊

＊

＊

Ｄ
「
こ
の
ご
和
讚
は
前
の

安
楽
声
聞
菩
薩
衆

人
天
智
慧
ほ
が
ら
か
に

身
相
荘
厳
み
な
お
な
じ

他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ

。

の
ご
和
讚
と
は
一
連
の
も
の
で
す

今
回
の
和
讚
で
は
、
ま
ず
浄
土
に

生
ま
れ
た
お
方
は
非
常
に
す
ば
ら

し
い
お
姿
を
し
て
お
ら
れ
る
、
と

い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
世
の
人
間
や

神
々
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
勝

れ
て
い
る
、
と
た
た
え
ら
れ
て
い

ま
す
」

Ｎ
「
こ
う
い
う
話
は
ど
こ
に
出
て

い
ま
す
か
」

Ｄ
「
曇
鸞
大
師
の
『
讚
阿
弥
陀
仏

偈
』
に

顔
容
端

正
に
し
て
比
ぶ
べ
き
な

た
ん
じ
ょ
う

く
ら

し
。
精
微
妙
躯
に
し
て
人
天
に
あ

し
ょ
う
み
み
ょ
う
く

。

。

ら
ず

虚
無
の
身
無
極
の
体
な
り

こ

む

こ
の
ゆ
え
に
平
等
力
を
頂
礼
し
た

て
ま
つ
る
。

。

、

と
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す

た
だ

こ
の
文
の
も
と
は
仏
説
無
量
寿
経

に
説
か
れ
て
い
ま
す
」

Ｎ
「
仏
説
無
量
寿
経
で
は
ど
う
い

う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
か
」

Ｄ
「
こ
の
こ
と
は
後
で
申
し
ま
す

が
、
ま
ず
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願

の
中
に
、

法
蔵
菩
薩

は
衆
生
が

浄
土
に
生

ま
れ
た
ら
、
こ
う
い
う
身
に
せ
し

め
た
い
と
願
わ
れ
た
願
が
あ
り
、

そ
れ
の
願
い
が
成
就
し
て
、
浄
土

に
生
ま
れ
た
菩
薩
の
姿
が
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
は
、
経
典
に
説

か
れ
て
い
ま
す
」

Ｎ
「
ど
う
い
う
願
で
す
か
」

「

〈

〉
、

Ｄ

第
三
願
の

悉
皆
金
色
の
願

し
っ
か
い

第
四
願
の
〈
無
有
好

醜
の
願

、
〉

う

こ
う
し
ゅ
う

〈

〉

第
二
十
一
願
の

三
十
二
相
の
願

な
ど
で
す
。
浄
土
に
往
生
し
た
お

方
は
、

た
と
い
我
、
仏
を
得

（
第
三
願
）

ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
こ
と
ご

と
く
真
金
色
な
ら
ず
ん
ば
、
正
覚

を
取
ら
じ
。

た
と
い
我
、
仏
を
得

（
第
四
願
）

ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
形

色
不

ぎ
ょ
う
し
き

同
に
し
て
、
好

醜
あ
ら
ば
、
正
覚

こ
う
し
ゅ
う

を
取
ら
じ
。

た
と
い
我
、
仏

（
第
二
十
一
願
）

を
得
ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
こ

と
ご
と
く
三
十
二
大
人
の
相
を
成

満
せ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

の
願
が
成
就
し
て
、
浄
土
に
生
ま

れ
た
方
の
お
姿
は
す
べ
て
皆
金
色

に
輝
き
、
形
に
美
醜
の
差
別
が
無

く
、
仏
の
三
十
二
相
と
い
う
非
常

に
す
ば
ら
し
い
特

徴
を
具
え
て
お

と
く
ち
ょ
う

ら
れ
る
、
と
経
典
に
説
か
れ
て
い

ま
す
」

（
注
。
三
十
二
相
と
は
、
仏
の
顕
著
な
三
十

二
の
姿
。
た
と
え
ば
青
い
澄
ん
だ
瞳
と
か
眉

毛
の
間
か
ら
光
を
放
つ
な
ど
）

Ｎ
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
法

蔵
菩
薩
の
願
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
」

Ｄ
「
そ
れ
は
ま
ず
衆
生
が
浄
土
に

生
ま
れ
た
い
と
願
う
よ
う
に
と
、

仏
の
身
の
功
徳
を
こ
の
よ
う
な
姿

と
し
て
私
た
ち
人
間
に
対
し
て
説

か
れ
た
の
だ
と
う
か
が
い
ま
す
。

金
色
の
身
と
い
う
の
は
感
覚
的
に

は
こ
の
世
で
は
金
色
に
輝
く
と
い

う
こ
と
は
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い

姿
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
を

聞
い
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と

願
う
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

ょ
う
」

Ｎ
「
で
は
浄
土
で
は
好
（
美
）
醜
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》《 聞法会ご案内
○〈 〉同朋の会
２２日 午後２時始。毎月

○〈念仏座談会〉

毎月２日と１２日午後３時始

○〈聖典学習会〉

毎月６日午後７時始。

○〈真宗入門講座〉

毎月１８日午後 時 分始。6 30
８月は２日の念仏座談会と６＊

。日の聖典学習会以外は休み

顔
容
端
正
た
ぐ
い
な
し

げ

ん

よ

う

た

ん

じ

ょ

う

》

《
念
佛
寺
永
代
経
法
要

（
金
）

四
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

先
生

法
話

丸

山

顕

子

）

（
以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
で
先
生
の
歩
み
が
放
送
さ
れ
ま
し
た

午
前
十
時
・
勤
行
法
話

＊
同
日
（
四
月
二
十
二
日
）

念
佛
寺
住
職
の
法
話
で
す
）

（



が
無
く
、
皆
金
色
だ
と
の
こ
と
で

す
が
、
な
ぜ
美
醜
の
無
い
の
を
願

わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か

」
。

Ｄ
「
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
い
か
に

美
醜
の
相
違
で
お
互
い
に
苦
し
み

傷
つ
け
あ
っ
て
い
る
か
を
観
察
さ

れ
て
、
救
お
う
と
の
大
悲
を
起
こ

」

さ
れ
た
か
ら
だ
と
う
か
が
い
ま
す

Ｎ
「
姿
や
色
や
形
の
上
で
の
差
別

の
問
題
な
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
た
と
え
ば
白
人
、
黄

色
人
種
、
黒
人
と
い
う
肌
色
の
違

い
は
、
優
越
感
と
か
劣
等
感
を
起

こ
し
ま
す
。
人
を
肌
色
に
よ
っ
て

差
別
し
て
き
た
悲
し
い
歴
史
が
あ

り
ま
す
ね
。
こ
と
に
古
代
イ
ン
ド

で
は
肌
の
色
の
違
い
が
階
級
の
上

下
に
ま
で
な
り
、
現
代
に
も
そ
れ

は
影
響
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
の
黒
人
問
題
の
根
に

は
肌
色
の
問
題
が
根
強
く
残
っ
て

い
て
、
人
び
と
の
差
別
観
を
助
長

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
屈
で
は
人

間
皆
尊
く
平
等
で
あ
る
と
い
っ
て

も
、
実
際
は
そ
う
は
な
っ
て
い
か

な
い
。
そ
れ
で
い
つ
ま
で
も
差
別

に
苦
し
む
人
た
ち
が
大
勢
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
個
人
に
お
い
て
も
自
分
の

姿
や
容
色
が
美
し
い
と
、
自
惚
れ

た
り
誇
っ
た
り
し
、
逆
で
す
と
劣

等
感
を
持
っ
た
り
卑
屈
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
私
た
ち
は
他
者
を
見

る
と
き
、
そ
の
人
の
行
い
の
善
悪

だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
の
見
栄
え

の
良
し
悪
し
に
と
ら
わ
れ
が
ち
で

す
。
結
婚
す
る
と
き
に
も
容
貌
の

良
し
悪
し
に
と
ら
わ
れ
て
、
喜
ん

だ
り
嘆
い
た
り
し
て
い
ま
す
ね
」

Ｎ
「
人
間
は
姿
形
の
良
し
悪
し
に

と
ら
わ
れ
て
ず
い
ぶ
ん
煩
い
悩
ん

で
き
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人

間
の
悲
し
み
を
法
蔵
菩
薩
様
は
知

り
ぬ
い
て
下
さ
っ
て
い
て
、
浄
土

に
生
ま
れ
た
者
は
美
（
好
）
醜
を

こ
え
た
素
晴
ら
し
い

相

に
す
べ
て

す
が
た

皆
を
な
さ
し
め
て
た
い
と
誓
わ
れ

た
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に

は
そ
う
い
う
願
い
が
こ
も
っ
て
お

り
、
そ
れ
を
実
現
し
て
下
さ
る
の

で
す
」

Ｎ
「
美
醜
を
超
え
た
素
晴
ら
し
い

姿
に
し
た
い
と
い
わ
れ
る
の
で
す

が
、
ど
う
い
う
姿
な
の
で
し
ょ
う

か
」

Ｄ
「
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
仏
の
お

姿
で
あ
る
三
十
二
相
な
ど
と
云
わ

れ
て
い
ま
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
た

者
は
す
べ
て
金
色
で
三
十
二
相
と

い
う
勝
れ
た
姿
に
な
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
内
面

的
な
意
味
と
し
て
う
か
が
い
ま
す

と
、
浄
土
の
菩
薩
は
美
醜
の
想
念

を
起
こ
し
た
り
、
そ
れ
に
と
ら
わ

れ
た
り
し
な
い
智
慧
を
完
成
さ
れ

た
お
方
だ
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
世
に
お
い
て
も
深
い
悟
り
を

成
就
し
た
お
方
は
、
人
び
と
や
諸

物
の
上
の
美
醜
の
違
い
や
さ
ま
ざ

ま
な
差
違
を
超
え
て
、
万
人
・
万

物
の
上
に
、
等
し
く
尊
い
い
の
ち

の
尊
厳
を
感
得
す
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
美
醜

を
作
り
、
そ
れ
に
執
わ
れ
、
差
別

に
苦
し
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
す
る
、

そ
の
原
因
は
凡
夫
の
心
に
あ
る
比

較
し
差
別
す
る
煩
悩
に
原
因
が
あ

る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
世

で
悟
り
を
完
成
さ
れ
た
釈
尊
に
は

美
醜
の
執
わ
れ
は
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
万
物
の
上
に
等
し
く

尊
い
輝
き
を
見
て
お
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
」

Ｎ
「
悟
っ
た
お
方
は
も
の
の
見
方

や
感
じ
方
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
そ
れ
で
釈
尊
は
悟
ら

れ
た
と
き

〈
奇
な
る
か
な
、
奇
な

、

る
か
な
、
草
木
国
土
悉
く
成
仏
せ

り
〉
と
叫
ば
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
万
物
に
尊
い
仏
の
働
き

を
感
得
さ
れ
た
の
で
す
ね
」

Ｎ
「
美
醜
は
、
も
の
そ
の
も
の
に

初
め
か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

も
の
を
見
て
、
そ
こ
に
美
し
い
と

か
醜
い
と
汚
い
と
か
綺
麗
と
か
、

き

れ

い

差
別
的
に
見
る
こ
ち
ら
側
に
一
番

問
題
が
あ
る
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
根
本
か
ら
云
え
ば
、

美
醜
は
人
間
の
心
（
凡
心
）
が
作

」

り
出
し
た
も
の
と
云
え
ま
し
ょ
う

Ｎ
「
で
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩

に
は
煩
悩
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

そ
う
い
う
差
別
を
作
り
だ
す
こ
と

も
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
」

「

。

Ｄ

え
え
そ
う
い
わ
れ
て
い
ま
す

で
す
か
ら
浄
土
の
菩
薩
に
は
、
美

醜
が
無
く
、
全
て
金
色
に
輝
く
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
尊
い
身
に
な
る
と

い
わ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
浄
土

の
菩
薩
は
万
物
を
美
醜
的
差
別
に

よ
っ
て
見
る
の
で
は
な
く
て
、
万

物
を
平
等
に
尊
く
輝
い
て
い
る
と

見
る
眼
を
成
就
さ
れ
た
お
方
で
あ

る
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
」

Ｎ
「
浄
土
の
菩
薩
の
姿
は
人
間
や

神
々
（
人
天
）
を
は
る
か
に
超
え

た
素
晴
ら
し
い
身
な
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
そ
れ
を
こ
こ
で
精
微

し
ょ
う
み

妙
躯
と
い
わ
れ
て
、
色
や
形
が
極

み
ょ
う
く

め
て
妙
な
る
お
姿
で
あ
る
と
説
か

。

、

れ
て
い
ま
す

ま
た
そ
の
一
方
で

仏
の
身
の
本
質
は
何
か
と
い
う
と

〈
虚
無
之
身
無
極
体
〉
と
説
か
れ

こ

む

む

ご

く

て
い
ま
す
」

Ｎ
「
虚
無
之
身
無
極
体
と
い
う
言

こ

む

む

ご

く

葉
は
難
し
い
で
す
ね
。
ど
こ
に
あ

る
言
葉
で
す
か
」

Ｄ
「
曇
鸞
大
師
の
『
讚
阿
弥
陀
仏

偈
」
の
も
と
に
な
っ
た
仏
説
無
量

寿
経
の
中
で
す
。
そ
こ
に
は
浄
土

の
菩
薩
は
、

顔

貌
端

正
に
し
て
、
世
に
超
え

げ
ん
み
ょ
う
た
ん
じ
ょ
う

て
希
有
な
り
。

け

う

容
色
微
妙
に
し
て
、
天
に
あ
ら
ず

み
み
ょ
う

人
に
あ
ら
ず
。
み
な
、
自
然
虚
無

じ

ね

ん

の
身
、
無
極
の
体
を
受
け
た
り

と
説
か
れ
て
い
ま
す
」

Ｎ
「
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
を
説

明
し
て
下
さ
い
」

Ｄ
「
虚
無
の
身
も
無
極
の
体
も
同

じ
意
味
で
、
色
や
形
の
無
い
、
色

や
形
を
超
え
た
き
わ
ま
り
の
な
い

尊
い
身
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
合
の
身
は
姿
や
形
が
あ
る

と
い
う
限
定
、
そ
れ
を
超
え
た
無

限
定
な
身
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ

、

、

れ
は

心
で
思
い
は
か
る
こ
と
も

言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
な

い
身
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
云
っ
て

み
れ
ば
〈
は
か
り
な
き
い
の
ち
そ

の
も
の
〉
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
い
の
ち
と
い
っ
て
も
単

な
る
自
然
界
の
生
命
と
だ
け
い
う

の
で
は
な
く
て
、
無
量
の
光
明
と

い
わ
れ
る
智
慧
と
慈
悲
の
か
ぎ
り

な
い
功
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
〈
い

〉

、

。

の
ち

と

お
聞
き
し
て
い
ま
す

仏
教
の
伝
統
の
言
葉
で
言
え
ば

法
《

身
》
で
す
」

Ｎ
「
さ
き
ほ
ど
は
浄
土
に
生
ま
れ

た
お
方
は
、
そ
の
お
姿
が
金
色
の

よ
う
に
光
り
輝
き
、
人
や
神
々
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
素
晴

ら
し
い
身
で
あ
る
と
お
聞
き
し
ま

し
た
が
、
こ
こ
で
は
色
も
形
を
超

え
た
き
わ
ま
り
の
な
い
い
の
ち
そ

の
も
の
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
関
係
は
ど
う
な
の
で
す
か
」

Ｄ
「
法
身
は
浄
土
の
仏
（
菩
薩
）



の
本
質
で
あ
っ
て
、
色
も
形
も
な

い
無
限
定
な
は
た
ら
き
（
身
）
と

い
わ
れ
ま
す
。
限
定
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
限
定
さ

れ
た
形
が
さ
ま
ざ
ま
に
現
れ
て
き

ま
し
ょ
う
。
法
身
が
色
も
形
も
な

い
ま
ま
で
動
き
が
取
れ
な
い
と
い

う
の
な
ら
無
限
定
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
無
限
定
ゆ
え
限
定
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

相

や
形
が

す
が
た

そ
こ
か
ら
現
れ
て
ま
い
り
ま
し
ょ

う
。衆

生
を
救
済
す
べ
く
、
法
身
に

具
足
し
て
い
る
無
量
の
智
慧
と
慈

悲
の
徳
が
衆
生
に
救
済
力
と
し
て

展
開
し
働
き
出
さ
れ
る
、
そ
の
代

（

）

表
的
な
仏
様
が
阿
弥
陀
仏

報
身

で
あ
り
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
に
姿

を
表
し
て
、
た
と
え
ば
こ
の
娑
婆

世
界
に
釈
迦
如
来
と
し
て
誕
生
し

て
下
さ
っ
た
仏
、
そ
う
い
う
仏
身

を
〈
応
身
〉
と
い
わ
れ
ま
す
。
浄

土
に
生
ま
れ
て
浄
土
の
悟
り
を
開

か
れ
て
浄
土
の
功
徳
を
身
に
つ
け

た
浄
土
の
菩
薩
は
、
法
身
の
徳
が

さ
ま
ざ
ま
に
現
わ
す
お
姿
で
あ
る

と
も
い
え
ま
し
ょ
う
」

Ｎ
「
色
も
形
も
な
き
法
身
は
、
さ

ま
ざ
ま
に
形
を
取
っ
て
活
動
し
て

下
さ
る
と
い
え
る
し
、
逆
に
さ
ま

ざ
ま
な
浄
土
の
仏
・
菩
薩
は
、
そ

の
本
は
法
身
の
は
た
ら
き
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
。
で
す
か
ら
さ
ま
ざ
ま

、

な
色
や
姿
や
形
を
さ
れ
て
い
て
も

皆
平
等
で
あ
り
、
智
慧
と
慈
悲
と

い
の
ち
を
本
質
と
し
た
素
晴
ら
し

」

い
功
徳
の
身
で
あ
る
と
い
え
ま
す

Ｎ
「
難
し
い
お
話
し
で
す
ね
」

Ｄ
「
難
し
い
で
す
が
、
別
に
こ
う

い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
く
て
も
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
い
て
浄

土
に
生
ま
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き

に
明
瞭
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
分
か
ら
な
く
て
も

分
か
ら
な
い
ま
ま
、
と
も
か
く
も

南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
私
に
喚

び
か
け
て
働
い
て
下
さ
っ
て
い
る

お
助
け
を
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
浄
土
の
仏
・
菩
薩
の
お
姿

が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
も
一
向
に

か
ま
い
ま
せ
ん
。
ぼ
ん
や
り
し
た

ま
ま
大
事
な
こ
と
は

〈
我
を
た
の

、

め
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る
〉
と

の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
た
の
む
こ
と

の
外
に
あ
り
ま
せ
ん
」

Ｎ
「
要
す
る
に
こ
の
ご
和
讚
の
趣

旨
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
ら
、
こ
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
徳
の
お
方
に

し
て
い
た
だ
け
る
ん
で
す
よ
。
ど

う
ぞ
そ
れ
を
実
現
し
て
下
さ
る
南

無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
い
て
下
さ

い
と
い
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
で
は

〈
平
等
力
〉
と
は
」

Ｄ
「
こ
の
世
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
差

別
や
差
違
に
苦
し
み
悩
ん
で
い
る

私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
助
け

ら
れ
る
と
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
す

べ
て
皆
、
平
等
に
智
慧
と
慈
悲
と

い
の
ち
の
は
か
り
な
き
徳
を
い
た

だ
く
。
そ
し
て
、
衆
生
救
済
の
活

動
を
無
窮
に
さ
せ
て
下
さ
る
阿
弥

陀
仏
の
本
願
、
こ
の
お
力
を
こ
こ

で
は
平
等
力
と
た
た
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
」

Ｎ
「
平
等
と
云
う
こ
と
は
浄
土
に

生
ま
れ
て
の
み
知
ら
れ
る
こ
と
で

す
か
」

Ｄ
「
い
い
え
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に

で
あ
う
と
、
す
べ
て
の
生
き
と
し

生
け
る
も
の
は
阿
弥
陀
仏
の
い
の

ち
の
な
か
に
平
等
に
摂
め
取
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
根

本
的
な
真
実
で
あ
り
、
最
も
尊
い

、

こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
の
見
方

感
じ
方
へ
と
価
値
観
が
、
こ
の
世

で
の
生
活
の
中
で
転
じ
ら
れ
て
い

き
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん

ボ
ツ
ボ
ツ
で
す
け
ど
」

Ｎ
「
そ
う
す
る
と
、
平
等
に
救
い

た
も
う
阿
弥
陀
仏
の
平
等
力
の
お

徳
は
そ
れ
を
い
た
だ
く
こ
の
世
の

人
の
上
に
も
少
し
づ
つ
現
れ
て
く

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
う
教
え

ら
れ
て
く
る
と
、
人
を
、
そ
の
姿

や
形
な
ど
の
違
い
、
あ
る
い
は
才

能
と
か
学
歴
と
か
家
柄
と
い
っ
た

差
違
に
よ
っ
て
、
差
別
す
る
こ
と

は
罪
深
い
こ
と
だ
と
知
ら
さ
れ
て

ま
い
り
ま
し
ょ
う
」

（
了
）

《
住
職
雑
感
》

ロ
ン
ド
ン
の
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
授
が

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
白
熱
教
室
と
い
う
番
組
で
セ
バ
ス。

チ
ャ
ン
・
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
話
が
あ
っ
た

バ
ッ
ハ
が
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
で
ト
マ

ス
教
会
の
音
楽
監
督
を
し
て
い
た
一
八
世
紀

の
初
め
、
毎
日
曜
日
の
教
会
の
礼
拝
は
朝
七

時
か
ら
十
時
ま
で
の
三
時
間
も
あ
っ
た
。
そ

、

、

、

の
間

信
者
は
讃
美
歌
を
歌
い

祈
と
う
し

聖
書
朗
読
を
聞
き
、
そ
の
後
カ
ン
タ
ー
タ
を

聴
く
。
使
徒
信
条
の
信
仰
告
白
、
そ
し
て
牧

師
の
説
教
（
一
時
間

。
ま
た
讃
美
歌
と
祈
と

）

う
、
と
い
う
順
番
で
、
長
い
も
の
だ
っ
た
そ

う
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
は
毎
週
新
た
な
カ
ン
タ

ー
タ
を
作
曲
し
、
そ
れ
を
聖
歌
隊
に
練
習
さ

せ
て
演
奏
し
た
と
い
う
。
大
変
多
忙
な
生
活

を
し
て
い
た
。
カ
ン
タ
ー
タ
は
そ
の
と
き
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
聖
書
の
内
容
に
そ
っ
た
曲

で
、
お
そ
ら
く
牧
師
の
説
教
よ
り
も
は
る
か

に
信
者
の
胸
に
う
っ
た
え
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ル
タ
ー
が
「
音
楽
は
神
の
贈
り
物
」

と
言
っ
た
よ
う
に
、
音
楽
こ
と
に
宗
教
音
楽

は
宗
教
心
情
を
昂
揚
さ
せ
、
人
の
心
を
永
遠

な
も
の
に
誘
う
。
ト
マ
ス
教
会
の
信
者
は
広

、

、

い
教
会
内
で

冬
は
暖
房
も
わ
ず
か
で
あ
り

し
か
も
堅
い
イ
ス
に
三
時
間
も
坐
っ
て
の
礼

拝
に
毎
週
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
ド
イ
ツ
の
教
会
の
姿
が
よ
く
分
か
る
。
ト

マ
ス
教
会
の
信
者
は
毎
週
バ
ッ
ハ
の
新
し
い

教
会
カ
ン
タ
ー
タ
を
生
で
聴
く
こ
と
が
で
き。

た
の
だ
か
ら
何
と
も
羨
ま
し
い
こ
と
で
あ
る

〈

〉

遠
方
法
話
予
定

＊
三
月
三
日
。
名
古
屋
別
院
。
午
前
十
時
始

・
午
後
（
座
談
有
り
）

＊
三
月
十
一
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
始

・
午
後
（
座
談
有
）

＊
四
月
十
日
～
十
一
日
。
広
島
市
安
芸
区
。

龍
善
寺
。
午
後
よ
り
。

＊
五
月
十
九
日
～
二
十
一
日
。
福
井
別
院
。

朝
事
後
・
午
後
法
話
座
談

＊
五
月
二
十
三
日
。
名
古
屋
別
院
。
午
前
十

時
始
・
午
後
（
座
談
有
り
）

＊
六
月
四
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
・
午

後
（
座
談
有
）

＊
七
月
九
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
・
午

後
（
座
談
有
）

＊
七
月
十
四
日
～
十
五
日
。
石
川
県
鳳
珠
郡

穴
水
町
。
法
琳
寺
。
午
後
よ
り
。

＊
九
月
四
日
。
岩
手
県
釜
石
市
。
寶
樹
寺
。

午
前
十
時
よ
り
正
午
ま
で
。

＊
十
月
十
三
日
～
十
五
日
。
福
井
別
院

朝
事
後
・
午
後
法
話
座
談

＊
十
月
二
三
日
～
二
五
日
。
札
幌
別
院
。

詳
し
く
は
念
仏
寺
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

《

》

お
知
ら
せ

三
月
六
日
の
聖
典
学
習
会

は

（

７
時
）

三
月
五
日

pm

。

に

致
し
ま
す

変
更

《

》

お
知
ら
せ

四
月
二
日
の
念
仏
座
談
会

は

ま
す
。

休
み



信
心
の
名
著
『
信
者
め
ぐ
り
』
に

臨
終
ま
ぎ
わ
の
厚
信
の
和
兵
衛
同
行
を
、
三
河

（
愛
知
県
）
に
た
ず
ね
た
丹
波
（
兵
庫
県
）
の
三

田
源
七
さ
ん
が
、
和
兵
衛
同
行
に

「
い
よ
い
よ
そ
の
身
に
お
な
り
な
さ
れ
て
は
再
び

御
全
快
は
出
来
ま
す
ま
い
が
、
今
い
よ
い
よ
出
て

行
か
に
ゃ
な
ら
ぬ
が
と
思
い
な
さ
れ
た
ら
、
先
は

明
る
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
暗
い
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
か
」

と
問
う
た
。
す
る
と
骨
と
皮
に
な
っ
て
い
た
和
兵

衛
同
行
が
ニ
ッ
コ
リ
笑
う
て
、

後
生
は
明
る
い
か
と
云
え
ば
明
こ
う
も
な
し
、

「

あ

暗
い
か
と
云
え
ば
暗
う
も
な
し
、
唯
病
気
が
苦
し

い
一
つ
よ
り
な
い
わ
い
の
、
も
し
も
明
る
い
暗
い

、

、

を

こ
の
方
で
見
に
ゃ
な
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
な
ら

、

、

無
に
な
る
御
方
が
あ
る
で
の
う

南
無
阿
弥
陀
仏

」

南
無
阿
弥
陀
仏

と
、
苦
し
い
中
で
、
源
七
同
行
の
問
い
を
如
來
聖

人
の
ご
催
促
と
い
た
だ
い
て
、
我
身
の
し
あ
わ
せ

を
喜
ん
で
お
念
仏
を
称
え
ら
れ
た
。

そ
ば
に
い
た
親
族
で
聞
法
者
の
政
四
郎
さ
ん
が

そ
れ
を
見
て
、

「
こ
の
ご
大
病
の
う
ち
に
念
仏
称
え
な
さ
る
は
、

ご
恩
と
思
う
て
称
え
な
さ
る
か
」

、

、

と
尋
ね
た
れ
ば

そ
の
時
病
人
お
声
を
張
り
上
げ

政
四
郎
さ
ん
政
四
郎
さ
ん
、
往
生
は
仏
仕
事
と

「聞
か
せ
て
も
ら
う
上
か
ら
は
、
機
の
上
の
こ
と
は

」

聞
か
ぬ
で
も
よ
い
わ
い
の
！

こ
の
お
答
え
が
な
ん
と
も
云
え
ぬ
嬉
し
か
っ
た
、

と
あ
る
。

＊

＊

（
こ
の
和
兵
衛
同
行
の
言
葉
は
信
仰
史
上
に
残
る

尊
い
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。
故
内
山
興
正
禅
師
も

お
話
し
の
中
で
、
こ
の
言
葉
を
出
し
て
お
ら
れ
た

か
ら
、
真
宗
の
人
で
な
く
て
も
感
銘
の
深
い
言
葉

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
和
兵
衛
同
行
は
今
に
も
死

に
そ
う
な
苦
し
み
の
真
っ
最
中
の
中
で
、
こ
う
い

う
言
葉
を
言
い
、
お
慈
悲
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
こ

に
も
真
宗
信
心
の
す
ご
さ
が
証
し
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。

と
こ
ろ
で
、
自
分
の
救
い
に
お
い
て
、
自
分
の

心
の
「
明
る
い
か
暗
い
か
」
を
自
分
で
見
て
、
そ

こ
に
自
ら
の
救
い
の
し
る
し
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
よ

、

（

、

う
な
ら

そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩

五
劫
思
惟

兆
載
永
劫
の
御
修
行
）
を
無
に
し
て
し
ま
う
。

聞
法
し
て
自
分
の
心
が
明
る
か
っ
た
ら
、
こ
れ

で
大
丈
夫
と
思
い
、
暗
か
っ
た
ら
ま
だ
ダ
メ
だ
と

い
う
の
は
、
自
分
の
心
の
明
暗
に
よ
っ
て
お
助
け

が
決
ま
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
自
分
の
心
の
あ
り
さ
ま
が
お
助
け
の
条
件

の
よ
う
に
思
い
、
又
お
助
け
に
間
に
合
う
よ
う
に

思
い
、
自
分
の
心
に
価
値
を
つ
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

日
々
の
聞
法
生
活
の
中
で
は
自
分
の
心
の
あ
り

様
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
自
己
反
省
を
す
る
の

は
結
構
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
お
助
け
の
一
段
に

な
る
と
も
は
や
自
分
の
心
の
善
悪
・
虚
実
・
明
暗

は
一
切
問
う
必
要
は
な
い

「
ま
る
ま
る
引
き
受

。

」

。

け
る

と
の
大
悲
の
仰
せ
を
あ
お
ぐ
だ
け
で
あ
る

い
つ
ま
で
も
自
分
の
心
の
あ
り
様
に
こ
だ
わ
る

の
は
、
自
分
の
心
が
救
い
の
役
に
立
つ
と
、
ど
こ

か
で
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

自
分
の
心
を
手
放
し
て
弥
陀
を
た
の
む
の
で
あ

る
。
弥
陀
の
大
悲
を
聞
く
と
手
放
さ
ざ
る
を
得
ぬ

の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
私
に
何
を
告
げ
て

下
さ
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
聞
か
な
い
か
ら
、
自

分
の
方
に
目
が
い
く
の
で
あ
る
。
ま
だ
自
分
の
心

に
見
込
み
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
目
が
い
く

の
で
あ
る
。
我
が
心
は
地
獄
へ
引
き
入
れ
る
心
で

あ
る
。
そ
ん
な
心
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、

い
つ
ま
で
も
如
来
を
無
視
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。政

四
郎
さ
ん
が
和
兵
衛
同
行
に
、
お
念
仏
の
称

「

」

え
心
を

ご
恩
を
思
っ
て
称
え
て
い
る
か
ど
う
か

と
尋
ね
て
い
る
が
、
和
兵
衛
同
行
は
そ
ん
な
こ
と

に
ま
っ
た
く
用
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

」

た
だ
如
来
様
の

ま
る
ま
る
弥
陀
が
引
き
受
け
る

と
の
有
難
さ
か
ら
お
の
ず
か
ら
お
念
仏
を
申
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
ど
う
思
う
か
こ
う
思

う
か
に
ま
っ
た
く
関
係
は
無
く
な
っ
て
い
る
。

「
往
生
は
仏
仕
事
」
と
聞
く
ほ
か
に
信
心
は
な

い
。
往
生
に
関
し
て
は
私
（
凡
夫
）
の
側
に
は
チ

リ
ば
か
り
も
な
す
べ
き
こ
と
は
な
い
し
、
チ
リ
ば

か
り
も
自
分
の
も
の
は
た
の
み
に
は
な
ら
な
い
。

有
難
い
こ
と
に
私
の
助
か
る
こ
と
は
如
来
様
が
受

け
持
ち
た
も
う
の
で
あ
る
。

聖
人
が
『
ご
消
息
』
に

と
も
か
く
も
、
行
者
の
は
か
ら
い
を
ち
り
ば
か

「り
も
あ
る
べ
か
ら
ず
候
え
ば
こ
そ
、
他
力
と
申
す

」

事
に
て
候
え
。

と
仰
せ
下
さ
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ

に
「
他
力
」
に
よ
っ
て
助
け
て
い
た
だ
く
の
で
あ

る
。
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
助
け
ら
れ
る
外
に
は

な
い
。

「

」

機
の
上
の
こ
と
は
聞
か
ぬ
で
も
よ
い
わ
い
の
！

と
声
を
張
り
上
げ
て
の
一
言
が
有
難
い
。
如
来
様

は
私
の
側
に
一
切
「
こ
う
な
り
な
さ
い
、
あ
あ
な

り
な
さ
い
」
と
の
ご
注
文
は
な
く
、
す
べ
て
阿
弥

陀
仏
が
責
任
を
持
っ
て
私
を
引
き
受
け
て
下
さ

る
。
私
に
は
私
自
身
を
助
け
る
力
も
心
も
徳
も
善

。

。

も
な
い

ま
る
ま
る
助
か
ら
ぬ
ダ
メ
な
奴
で
あ
る

阿
弥
陀
仏
は
私
の
心
の
「
ひ
と
お
も
い
」
も
問
わ

れ
な
い
の
で
あ
る
。

「

」

『

』

か
つ
て
一
善
も
な
し

と

仏
説
無
量
寿
経

に
あ
る
ご
と
く
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
タ
ネ
に
な
る

よ
う
な
、
お
助
け
の
足
し
に
な
る
よ
う
な
「
純
粋

な
善
は
一
善
も
な
し
」
と
阿
弥
陀
仏
は
見
抜
い
て

お
ら
れ
る
。
知
り
ぬ
い
て
成
就
し
て
下
さ
っ
た
南

無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
私
の
方
で
余
計
な
も
の
を

加
え
よ
う
と
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
を
無
に

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
重
い
ご
恩
を
軽
ん
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

実
は
そ
れ
が
一
番
の
罪
で
あ
る
。
罪
の
中
の
一

番
の
罪
は
弥
陀
の
ご
恩
を
無
視
し
、
素
直
に
い
た

だ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
阿
弥
陀
仏
の

真
実
を
無
視
し
、
受
け
つ
け
ず
、
反
逆
し
て
、
流

転
し
て
き
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
も
知
ら
な
い
の

で
あ
る
。

そ
ん
な
私
た
ち
に
「
汝
は
誹
謗
正
法
の
助
か
ら

ひ

ぼ

う

ぬ
機
」
で
あ
る
と
私
た
ち
の
機
の
姿
を
知
ら
せ
て

下
さ
る
。
同
時
に
「
そ
ん
な
者
を
こ
そ
見
捨
て
な

い
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
ぞ
」
と
底
抜
け
の
大
悲

を
告
げ
て
下
さ
る
。
そ
れ
が
一
声
の
南
無
阿
弥
陀

仏
、
お
念
仏
の
お
声
で
あ
る

「
助
け
る

「
引
き

。

」

受
け
る
」
の
お
声
で
あ
る
。
こ
の
お
声
を
聞
く
ば

か
り
で
あ
る
。

（
了
）

》

《
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