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所
報
第
2
号
に
寄
せ
て

竹
中
信
常

昭
和
十
八
年
、
当
時
日
本
は
軍
国
主
義
と
右
翼
思
想
の
嵐
の
ま

っ

た
だ
中
に
あ
り
、
仰
教
山
介
は
思
想
統
制
の
圧
力
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て

い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
伝
統
宗
学
の
純
粋
性
と
学
問
の
白
由
と
を

守
る
た
め
に
、
わ
が
宗
で
は
浄
上
宗
教
学
院
が
附
利
十
八
年
に
設
立

さ
れ
た
仏
そ
し
て
戦
時
下
、
懸
命
に
な

っ
て
浄
土
宗
信
仰
の
灯
火
を

守
り
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
戦
後
、
附
和
二
十

一
年
十

一
月
、
混
迷
の

さ
中
に
あ
っ
た
日
本
の
諸
学
会
に
さ
き
が
け
て
京
都
側
教
専
門
学
校

に
第

一
回
の
浄
土
宗
学
大
会
を
開
催
し
た
。
爾
来
四
十
五
年
、
そ
の

名
称
も
浄
土
教
学
大
会
(
昭
和
三
十
年
)
、
浄
土
宗
教
学
布
教
大
会
(
昭

和
五
十
問
年
)
そ
し
て
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
(
平
成
三
年
)
と
変

化
し
た
。
そ
の
問
、
わ
が
宗
門
に
は
分
裂

-
A
n
同
の
大
変
動
が
あ
っ

た
が
、
ぃ
米
一内
の
学
人
及
び
有
識
者
は
い
さ
さ
か
の
動
揺
も
な
く
、
先

人
が
樹
立
し
た
宗
学
の
純
粋
性
と
自
由
の
精
神
を
継
示
し
て
米
た
の

で
あ
る
。
本
秋
、
大
正
大
学
で
百
余
人
の
研
究
発
表
者
と
特
別
部
出

及
び
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く



で
あ
る
。
主
催
の
宗
門
当
川
は
も
ち
ろ
ん
、

及
び
教
学
院
、
布
教
川
会
、
法
式
教
師
会
、

対
し
て
深
甚
の
謝
な
を
表
す
る
。

総
合
研
究
所
の
教
学

・
布
教

・
法
式
の
各
研
究
部
が
生
き
た

一
つ

の
活
動
体
と
な
っ
て
、
本
宗
の
教
化
を
将
来
に
向
か
っ
て
推
進
さ
せ

る
立
務
は
阜
大
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
噌
し
て
大
切
な
事
は
、
こ
う
し

た
有
機
体
の
谷
組
織
が
真
に

一
体
と
な
っ
て
総
合
の
実
を
挙
げ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
各
研
究
員
が
真
撃
に
お
の
れ
の
責
務
を
完
遂

す
る
以
外
に
は
な
い
。

総
A
n
研
究
所
は
先
足
の

H
も
浅
く
、
な
お
且
つ
組
織
而
で
も
足
ら

ざ
る
所
少
な
く
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
現
下
の
情
勢
に
即
応
し
て
情

報
の
蒐
集

・
交
換

・
普
及
を
は
か
る
べ
く
体
制
守
整
え
つ
つ
あ
る
。

ま
た
研
究
所
の
A
H
同
研
究
一諜
組
た
る

『浄
土
教
文
化
論
』
第
二
集

・

「
阿
弥
陀
仏
編
」
の
制
成
を
明
年
度
を
期
し
て
完
成
さ
せ
る
べ
く
実
働

に
は
い

っ
て
い
る
。
宗
門
内
外
の
御
支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
、
て
あ

q
匂
。

こ
れ
に
参
加
し
た
個
人

総
令
研
究
所
の
諸
帥
に

今
阿
の
所
却
に
、
当
研
究
所
教
学
研
究
部
長
の
藤
堂
恭
俊
先
生
の

講
義
μ
却
を
抽
出
似
し
た
。
宗
祖
法
然
上
人
の
御
歌
に
つ
い
て
の
有
な
義

な
記
鉢
で
あ
る
。
御

一
説
い
た
だ
き
た
い
。

司副除
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平
成
己
年
度
・
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
活
動

4
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8
月
U
n

9
月
6
H

第

5
同
運
営
企
画
会
議

特
別
研
究
会

講

師

・
東
京
教
区
察
成
寺

東
京
都
医
師
会
会
長

集
中
研
究
会
(
法
式
)

特
別
研
究
会

講

師

・
福
井
光
寿
師

議
題

・
「
医
療
と
宗
教
の
問
也
点
」

会
場

・
総
合
研
究
所
(
布
教
)

第

6
M込
山一円企
画
会
議

新
旧
研
究

μ
・
研
究
部
員
歓
送
迎
会

月
例
研
究

会

前

帥

・
福
西
賢
兆
主
任

議
題

・
「
縁
山
流
声
明
概
説
」

会
場

・
浄
土
宗
主
星
事
務
所
会
議
室
(
法
式
)

資

料

収

集

於

比
叡
山
「
戸
明
裕
と
日
常
勤
行
本
の
調
査
」

(法
式
)

特
別
研
究
会

講

師

・
東
京
教
区
貞
源
寺

D
E
S主
催

藤
木
雅
清
師
(
布
教
)

議
題

・
「臓
器
移
植
と
仏
教
の
現
状
」

会
場

・
総
合
研
究
所

(
布
教
)

公

開

講

座

談

師

・
宍
戸
栄
雄
主
任

議
題

・
「孟
蘭
盆
・施
餓
鬼
の
荘
厳
と
表
白
類
の
解
釈
」

会
場

・
知
恩
院
山
内
源
光
院
(
法
式
)

日伝法
関
係
資
料
調

査

大

本
山
増
上
寺

(教
学
)

HM
法
関
係
研
修
福
井
教
区
西
縞
ヰ
寸

(教
学
)

月
例
研
究
会

講

師

・
津
耐
震
部
長

部
組

・
「
紘
山
流
声
明
(
凹
初
回
讃
他
ご

会
場

・
浄
土
室
墨
門
事
務
所
研
佳
歪
(
法
式
)

講
師

・
兵
庫
教
区
如
来
院
久
松
宮，ふ迫
師

福
井
光
寿
師
(
布
教
)

公
附
講
座

9
月
四
日
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講
題

・
「
四
智
讃
」

会
場

・
知
恩
院
山
内
源
光
院
(
法
式
)

会

場

宗

務
庁

・

淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
ホ
ス
ピ
ス
病
棟

(
布
教
)

講
師

・
津
田
徳
翁
部
長

誹
旭

・
「
縁
山
流
声
明
(
錫
杖
ご

会
場

・
浄
土
室
墨
星
事
務
所
研
佳
主
(
法
式
)

広
布
薩
研
究
会
京
都
市
法
然
院
(
法
式
)

第
7
回
運
営
企
画
会
議

集
中
研
究
会
宇
治
市
黄
柴
山
高
福
寺
量
得
民
勝
会
」
(
法
式
)

集
中
研
究
会
「
鼎
談

・
公
開
研
究
会
を
振
り
返

っ
て
」

会
場

・
総
合
研
究
所
(
布
教
)

講
師

・
新
山
の
手
病
院
藤
井
源
七
郎
院
長

大
正
大
学
兵
野
龍
海
教
授

集
中
研
究
会

月
例
研
究
会

公
開
研
究
会

藤
井
正
雄
教
授

議
題

・
医
療
と
宗
教
パ
1

卜
l

会
場

・
大
本
山
増
上
寺
三
縁
ホ
ー
ル
(
布
教
)

講
師

・
京
都
教
区
阿
弥
陀
寺

大

童
話

師

講
題

・
「
百
万
遍
念
仏
に

つ
い
て
」

会
場

・
知
恩
院
山
内
源
光
院

(法
式
)

集
中
研
究
会
「
縁
山
流
声
明
と
繋
木
の
タ
ベ
」

ー
現
代
音
楽
と
声
明
の
出
会
い
|

会
場

・
大
本
山
増
上
寺
(
法
式
)

講
師

・
竹
山
仁
信
常
所
長

議
題

・
「
浄
土
教
の
未
来
像
l
阿
弥
陀
仏

・

念
仏
往
生
の
と
ら
・
λ
方
L

公
開
講
座

定
例
研
究
会
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会
場

・
増
上
寺
南
信
徒
控
室

(
布
教
)

伊
法
関
係
資
料
収
集
調
査
大
本
山
増
上
寺
(
教
学
)

月
例
研
究
会
(
法
式
)

法
然
院
広
布
薩
習
礼

(
法
式
)

月
例
研
究

会

談
師
・
車
歪
日
楽
大
学
助
手
広
事
真
打
先
生

日
本
作
曲
家
協
議
会
会
員
甲
印
潤
先
生

議
題

・
「
音
声
部
の
五
線
譜
表
記
に
つ
い
て
」

会
場

・
総
合
研
究
所

i

会
議
室

(法
式
)

定
例
研
究

会

講
師
・

長
野
教
区
教
区
長
袖
山
掌
共
師

講師組

・
「
メ
デ
ィ
ア
と
教
化
」

会
場

・
増
上
寺
南
信
徒
控
室
(
布
教
)

公
開
講
演
会
講
師
・

京
都
大
学
桑
山
正
進
教
授

議
題

・
「
ガ
ン
ダ
l
-フ
仏
教
の
特
質
」

会
場

・
浄
土
宗
亙
墨
事
務
所
会
議
室

誇
川
課
題
研
究
会

・
大
阪
市
立
美
術
館

・

清
涼
寺
研
修
(
教
学
)

資
斜
制
官
於

・山
口
一
教
区
大
日
比
凶
円
寺

臨
終
行
儀
資
料
撤
彬
(
法
式
)

研
修

(
布
教
)

法
然
院
広
布
防
相
H
礼
(
法
式
)

定
例
研
究
発
表
会

発
表
者
竹
内
真
道
研
究
員

「
成
唯
識
論
」
に
お
け
る
「
死
」
に
つ
い
て

務
総
舜
健
研
究
部
以

「
取
伽
州
地
論
」
「
泣
けザ陵
地」

戒
n
川
所
説
の
三
取
洗
浄
戒
の
鱗
造

-
1
1
笠(の
一一

会
場

・
仰
教
大
堂
鷹
陵
館
第

一
会
議
歪
(
教
学
)

部
開
訴
組
特
別
研
究
会
(
布
教
)

公
開
講

階

講

師

・
点
郁
夫
川
神
社
中
川
清
広
川

稿
短

・
「三
尊
礼
と
附
栄
」

会
場

・
宗
務
庁
3
階
議
室
(
法
式
)

法
然
院
広
街
雌
習
礼
(
法
式
)

2
月
5
日

つ
白
同
月

Q
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2
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日
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3
月
お

n

3
月
幻
日

定
例
研
究

会

講
師
・
神
奈
川
教
区
西
迩
寺

議
題

・
♀
寸
院
の
教
化
戦
時
」

会
場

・
浄
土
宗
亙
墨
事
務
所
研
修
室
(
布
教
)

A
n
同
研
究
会
会
場

・
宗
務
庁

施
設
見
学

静
岡
聖
隷
ホ
ス
ピ
ス
(
布
教
)

月
例
研
究
会
講
師

・
津
田
徳
翁
部
長

諸問題

・
「
縁
山
流
声
明
(
散
華
)
」

会
場

・
浄
土
宗
亙
星
事
務
所
会
議
室
(
法
式
)

第
8
回
運
営
企
画
会
議

研

修

会

講

師

・
藤
堂
恭
俊
部
長

議
題

・
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
信
仰
の
内
実

|

|
特
に
自
詠
の
和
歌
を
中
心
と
し
て
」

会
場

・
浄
土
宗
東
主
事
務
所
会
議
室

(教
学
)

定
例
研
究
会
講
師

・
墓
門
小
教
区
観
智
院
住
職

大
正
大
学
講
師
土
尾
光
滋
師

諮
題

・
「
現
代
人
へ
の
教
化
」

会
場

・
浄
土
宗
主
昼
事
務
所
会
議
室

(
布
教
)

法
然
院
広
布
薩
習
礼

(
法
式
)

各
宗
教
化
関
係
研
究
所
連
絡
協
議
会

坂
野
泰
巨
師

_，d、
三三

場

兵
一言。
一小
科
山
派

伝
法
院

公
開
講
座

講
師
・

宍
戸
栄
雄
主
任

議
題

・
「
天
台
声
明
を
研
究
す
る
人
の
為
に
」

会
場

・
知
恩
院
山
内
源
光
院
(
法
式
)

他
宗
派
研
修
華
厳
宗
大
本
山
東
大
寺

「十

一
面
観
音
悔
過
参J
龍」

(
法
式
)

法
然
院
広
布
夜
明
白礼
(
法
式
)

公

開

講

座

講

師

・
大
正
大
学
教
授
石
上
善
応
先
生

講
演

・
「
仏
像
の
美
ー
そ
の
語
り
か
け
る
も
の
l
」

会
場

・
仰
教
大
学
問
条
セ
ン
タ
ー
(
教
学
)

*
各
項
目
末
の
(
)
内
文
字
は
主
催
し
た
研
究
部

を
表
す

5 



総
合
研
究
所
編

『手
L
L
r
げ
と
え
七
命
リ
一
丁

v

泊
」
」
寺

3
イ
コ
コ
口
』
工

l
f

発
行
所

1
浄
土
宗
出
版
室
/
浄
土
宗
東
京
事
務
所

発
売
所

i
山
喜
房
偽
書
林

B
5判
/
上
製
・函
入
り
/
四

O
四
ペ
ー
ジ
/
定
価

一
五

O
O
O円
(
本
体
一
四
五
六
三
円
)

⑥
本
論
住
吉
町
和
五
十
八
年
度
よ
り
同
六
十
年
度
の
三
年
間

に
亙

っ
て
川
組
織
の
教
学
院
研
究
所
が
企
図
し
た
綜
合
テ
!

?
を
、
浄
土
宗
教
学
の
第

一
線
に
活
躍
し
て
い
る
諸
学
人
の

論
稿
に
よ

っ
て
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
浄
土
宗
総

合
研
究
所
平
成
二
主
皮
の
成
果
と
し
て
発
刊
す
る
た
め
に
、

新
に
苛
干
の
切
川
地
苔
試
み
、
よ
り
完
備
し
た
形
に
し

て
世
に
問
う
も
の
で
あ
る
。

⑨
ピ
フ
ま
で
も
な
く
、
現
代
浄
土
宗
の
教
学
、
教
化
の
責
務

は
宗
義
の
悲
礎
的
研
究
の
上
に
立

っ
て
、
す
べ
て
の
健
恥
を

総
令
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
念
仏
信
仰
を
個
人
、
社
会

の
現
'実
に
反
映
さ
せ
、
現
代
日
本
の
精
神
的

・
宗
教
的
情
操

の
高
錫
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
念

仏
篇
」
に
つ
づ

い
て
、
浄
土
教
の
本
一質
的
諜
題
た
る

「阿
弥

陀
仏
」
と
「
紘
栄
浄
土
」
の
現
代
的
意
味
と
役
割
と
の
鮮
明

に
っ
と
む
べ
く
、

A
誌
も
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
諜
迎
を
共
同
諜

組
と
し
て
順
次
取
り
上
げ
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。

(
竹
中
信
常

「径
序
」
よ
り
)

序

説

浄

t
教
文
化
論
の
先制心
と
そ
の
内
容

。
-
竹
中
七
常

第

一
世

念
仏
思
忽
の
流
れ

第
二
t
M

A
，U
仏
信
仰
の
利
下

第
一ニ
すばや
念
仏
の
文
化

第
問
立

品げ
仁
教
問
の
教
義
と
布
教

第
五
北川
ト
品
げ
上
教
印
刷
礼
治

第
六
市
川
代
念
仏
論

1ft 

‘r 
M 
It 

保
11， 

念
仏
の
必
泌
と
ぷ

n

;
f
o
E
K
2
2
2
ι
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【総
合
研
究
所
の
刊
行
物
}

⑨
『教
化
研
究
』第

一
円
プ
平
成

A

一年
三
川
先
行

集
中
研
究
会
指
導
講
義
(
五
重
相
伝
に

つ
い
て
)
/
研
究

部
此
成
栄
報
告
/
教
掌
布
教
大
会

一
般
研
究

・t
H

叫兄

発
ぷ

⑨
『教
化
研
究
』第
二
号
・
:
平
成
一一一
年
コ
バ
発
行

特
集
「
医
療
と
宗
教」

⑨
布
教
資
料
第
問
集

『浄
上
経
典
に
川f
ぶ
』
・
・平
成
ゴ
在
・

三
月
発
行

観
然
場
経
/
般

F

担
長
経

⑨
布
教
資
料
第
-九
集

『別
代
の
教
化
を
も
と
め
て
』

白山下

成
一三
年
三
川
発
行

浄
土
教
の
未
来
像
/
仏
教
り

孟
構
造
/

士
J
院
の
教
化
戦
略
/
現
代
人
へ

の
教
化

拡仏材先



{
講
演
}
法
然
上
人
の
念
仏

平
成
三
年
二
月
十
五
日

胎
明
照
会
館

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
信
仰
の
内
実

と
く
に
自
詠
の
和
歌
を
中
心
と
し
て

藤
堂
恭
俊
師

宗
歌
「
月
か
げ
」
の
お
歌
は

⑨
念
仏
信
仰
の
中
味

本
日
は
、
法
然
上
人
に
お
け
る
念
仏
信
仰
の

内
実
に
つ

いw
て
お
話
し
巾
し
上
げ
た

い
と
存
じ

ま
す
。
上
人
の
み
教
え
は
、

主
著
の

『選
択
本

願
念
仏
集
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、

『選
択
集
』
は
梓
を
お
百
し
に
な
っ
た

上
人
か
ら
講
義
を
作
聴
す
る
よ
う
な
堅
苦
し
き

が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
和
文
明
て
金
円
か

れ
た
利
一品
川
の
知
は
、

千
服
と
い
い
ま
す
か
、
膝

を
交
え
て
上
人
の
ご
説
法
を
作
聴
す
る
と
い

っ

た
気
軽
さ
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
和
漢

い
ず
れ
の
御
造
文
も
皆
、
ほ
か
の
方
か
ら
の
お

願
い
を
お
受
け
に
な

っ
て
、
そ
の
上
で
お
書
き

に
な

っ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。

'
と
こ
ろ
が
、
和
歌
は
法
然
上
人
が
そ
の
時
そ

の
時
の
お
気
持
を
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
、
は
か
か
ら
の
束
縛
を
何
ら
お
受
け
に
な
ら

な
い
で
お
詠
み

に
な

っ
て

い
ま
す
か
ら
、
法
然

上
人
の
念
仏
信
仰
の
中
味
を
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
上
人
の
念

仏
信
仰
の
中
味
を
味
わ
っ
て

い
く
上
に
此
重
な

資
料
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

っ
た

点
で
、

宗
歌
「
凡
か
げ
」
の
お
欣
を
と
り
あ
げ

て
考
え
て
み
た

い
と
存
じ
ま
す
。

「
月
か
け
」

の
放
と
申
し
ま
す
と
、

H
ド

h
kp
-
-

ιト
ィ
，
e
t

の
こ

っ
て
い
ま
す
こ
と
は
、
高
校
野
球
で
大
阪

の
上
宮
学
園
が
試
合
に
勝
ち
ま
す
と
、
歓
声
に

ど
よ
め
く
最
中
に
、
こ

の

「
月
か
げ
」

の
お
取

が
流
れ
る
。
甲
子
園
を
埋
め
つ
く
し
た
観
覧
席

は
水
を
打
っ
た
よ
う
に
シ

l
ン
と
静
ま
り
か
え

り
ま
す
。
私
た
ち
宗
門
人
は
公
式
な
場
で
は
必

ず
最
初
か
最
後
に
、

こ
の
宗
歌
を
唱
和
い
た
し

ま
す
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
月
か
げ
」
の
お

歌
の
心
、

中
昧
に

つ
い
て
の
解
説
は
、
全
然
な

い
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
多
く
見
あ
た

り
ま
せ
ん
。

こ
の

「
月
か
げ
」

の
お
取
は
、

『観
無
党
奔

経
』
の
第
九
の
其
身
観
文
の
中
の
摂
益
の
文
を

お
詠
み

に
な

っ
た
お
歌
で
あ
る
と
、

『
四
十
八

7 



巻
伝
』

に
、
そ
の
題
目
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

「
光
明
偏
照
十
方
世
界
・

念
仏
衆
生
摂
取
不
拾
」

と
い
う
摂
益
の
御
文
を
、
月
の
光
に
な
ぞ
ら
え

て
お
詠
み
に
な

っ
た
和
歌
な
の
で
す
。

「
光
明
偏
照
」
の
御
文
は

⑨
仏
凡
相
互
の
呼
応
を

私
は
摂
益
の
御
文
を
前
と
後
の
二
段
に
分
け

て
考
え
た
い
。

「
光
明
偏
照
十
方
世
界
」
と
い

う
御
文
を
ど
う
い
う
立
場
か
ら
仏
辺
に
立
つ
お

歌
で
あ
る
と
い
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
念

仏
衆
生
摂
取
不
拾
」
と
い
う
御
文
は
ど
う
い
う

点
か
ら
機
辺
に
立

つ
お
歌
で
あ
る
と
い
え
る
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
光
明
偏
照
」
は
、
機
辺
に
立
つ
の
で

は
な
く
、
仏
辺
に
立

っ
て
い
る
。
月
の
光
が
こ

う
こ
う
と
照
り
波

っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
事

実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
。

月
の
光
が
こ
う
こ
う
と
照

っ
て
い
て
も
、
そ

れ
を
感
じ
る
人
も
あ
り
ま
す
し
、
感
じ
な
い
人

も
あ
り
ま
す
。
満
月
の
夜
に
、
雨
戸
を
閉
ざ
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
月
光
に
対
す
る
と
り
く

み
は
万
人
万
様
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
月
を
見
よ
う
と
す
る
人
も
、
全
然

関
心
が
な
い
人
も
、

み
ん
な
月
の
光
の
外
に

一

歩
も
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
ま
ず
「
我

が
名
を
と
な
え
よ
」
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
第
十

八
の
願
か
ら
申
し
ま
し
で
も
、
仏
様
か
ら
の
呼

び
か
け
は
、
誰
彼
の
区
別
な
く
、

一
律
平
等
に

す
べ
て
の
人
に
向
か

っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

ま
ず
、

「我
が
名
を
と
な
え
よ
」
と
い
う
、

仏
様
か
ら
の
呼
び
か
け
を
我
々
が
項
載
す
る
。

そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
阿
弥
陀
様
の
御
名

を
呼
び
奉
る
。
ま
た
心
の
中
は
「

E
う
ぞ
、
こ

の
私
を
お
救
い
下
さ
い
」
と
、
仏
様
に
呼
び
か

け
ま
す
と
、
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
仏
様
が

救
い
の
子
を
さ
し
の
べ
て
下
さ
る
。
そ
う
い
う

宗
教
的
人
格
的
な
呼
応
の
関
係
が
あ
る
。

こ
う

い
う
観
点
か
ら
「
月
か
げ
」

の
お
歌
を
見
て
い

き
た
い
。

ま
ず
、
「
月
か
げ
の
い
た
ら
必
里
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
、
「
光
明
偏
照
十
方
世
界
」
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
阿
弥
陀
様
を
信
じ
よ
う
と
、

信
じ
ま
い
と
、
あ
る
い
は
無
関
心
で
あ
ろ
う
と
、

念
仏
の
信
仰
に
反
発
を
持

っ
て
い
よ
う
と
、
と

に
も
か
く
に
も
、
す
べ
て
の
人
は
こ
の
阿
弥
陀

様
の
光
明
の
中
に
包
ま
れ
、
阿
弥
陀
様
の
本
願

の
み
心
の
外
に
は

一
歩
も
出
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
念
仏
す
る
人
も
、
念
仏
し

な
い
人
も
、
み
ん
な
、
阿
弥
陀
様
の
光
明
の
中

で
と
も
に
生
か
さ
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
同

胞
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
。

そ
う
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
教
化
者
と
し
て
の
出

発
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、

み
ん
な

阿
弥
陀
様
の
本
願
の
み
心
の
真
っ
た
だ
中
に
あ

る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
椴
の
本
願
、

平
等
の
大
慈
悲
心
を
前
提
と
し
て
の
、
」
と
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
こ
の
「
月
か
げ
」

の
お
歌
の
前

半
の
句
は
仏
辺
に
立

っ
て
い
る
、
と
受
け
と
る

べ
き
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
様
に
直
接
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
人
、

か
か
わ
り
を
持
ち
た
く
な
い
人
、
そ
し
て
無
関

心
な
人
、
抵
抗
す
る
人
と
、
い
ろ
い
ろ
な
種
々

雑
多
な
人
が
、
そ
の
光
明
の
中
に
包
ま
れ
て
い

る
。
阿
弥
陀
様
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
人
を
わ

け
へ
だ
て
な
く
、

一
律
平
等

に
「
わ
が
名
を
と

な
え
よ
」
と
常
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

8 

2温気
全もっ
きりか
Zのし
胡中内

包
み

む

法
然
上
人
は
、
こ
の
光
明
の
こ
と
に

つ
き
ま

し
て
、

詳
し
く
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
様
の
光
明
に
は
常
光
と
神

通
光
と
が
あ
る
。
常
光
と
は
「
常
時
、
不
断
に

照
ら
す
光
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
神
通
光
は
、

「
こ
れ
別
の
時
に
照
ら
す
光
な
り
」
と
申
さ
れ

て
い
ま
す
。

常
光
と
い
う
の
は
、
頭
光
と
か
、
身
光
と
か
、

項
光
と
か
、
い
ろ
レ
ろ
な
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
常
の
光
明
で
あ
り
ま

し
て
、
照
ら
さ
ざ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

い
っ
て

も
、
ど
こ
で
も
行
き
渡
ら
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。

太
陽
の
光
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
を

一
律
平

等

に
照
ら
し
出
し
て
お
る
。

こ
れ
は
、
た
だ
光
明
が
照
ら
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
光
明
に
照
ら
し
出
さ

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
の
赤
裸
々
な
す
が

た
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
今
ま
で
気
づ

か
な
か

っ

た
世
界
に
自
分
自
身
が
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ

れ
、
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

光
明
に
よ
っ
て
自
分
の
影
、
自
分
の
内
的
な



聞
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
自
分
の
影
を
見
な
が

ら
、
な
か
な
か
、
影
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し

な
い
。
影
を
と
ら
え
よ
う
と
し
な
い
、
そ
う
い

う
自
分
自
身
守
、
光
明
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
、

気
づ
か
し
め
る
と
い
う
働
き
が
常
光
の
中
に
あ

o
 

zv 太
陽
の
光
も
m
肢
を
映
し
出
し
て
く
れ
ま
す
が
、

そ
の
ほ
か
に
、
熱
を
も
っ
て
、
我
々
に
暖
か
さ
、

温
も
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
万
物
を
生
成
し
て
い
く
働
き
が
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
た
だ
影
だ
け
を
知

ら
し
め
る
の
が
阿
弥
陀
様
の
光
州
で
は
な
い
。

阿
弥
陀
様
の
光
明
に
照
ら
し
山
さ
れ
る
も
の
は
、

み
ん
な
阿
弥
陀
様
の
温
か
い
ふ
と
こ
ろ
の
中
で

温
も
り
を
感
じ
さ
せ
て
下
さ
る
の
で
す
。
ま
た
、

感
じ
る
感
じ
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い

う
温
も
り
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
を
包
み

こ
ん
で

下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
、
阿
弥
陀
様
に
生
か
さ
れ
て
、
生
き
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
様
の
光

明
の
兵

っ
た
だ
中
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ

う
い
う
こ
と
が
言

い
得
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

自
分
自
身
が
育
て
ら
れ
な
が
ら
、
生
か
さ
れ
て

生
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
や
は
り
光
明
、

本
願
の
平
等
大
慈
悲
心
の
働
き
を
項
い
て
い
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

神
通
光
は
念
仏
す
る
人
に

か
か
わ
る
光
明

で
は
、
品
川
光
と
神
通
光
と
は
ど
う
い
う
関
係

に
あ
る
か
。

「
常
時
、
不
断
に
照
ら
す
光
明
」

で
あ
る
常
光
に
対
し
て
、
神
通
光
は
「
別
の
時

に
照
ら
す
光
明
」
で
あ
り
、
念
仏
の
衆
生
だ
け

を
照
ら
す
光
明
で
あ
る
。

そ
う
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
織
は
身
勝
手
な
お

方
だ
な
。
念
仏
す
る
人
に
だ
け
か
か
わ

っ
て、

念
仏
し
な
い
人
を
ほ
っ
と
く
の
か
、
と
考
え
る

方
も
お
い
て
に
な
る
、
で
し
ょ
う
ね
。

い
っ
て
み

れ
ば
、
「
縁
な
き
衆
生
は
助
か
り
ま
せ
ん
の
か
」

と
い
う
よ
う
な
‘
』
と
で
す
な
。

し
か
し
ね
え
、
神
通
光
も
品
川
光
も
結
局
、
別

別
の
光
明
で
な
く
、
阿
弥
陀
械
の
本
願
か
ら
出

て
い
る
光
明
。
で
す
か
ら
、

一
つ
の
光
明
な
の
で

す
。
説
明
の
都
合
上
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
分
け

て
あ
る
だ
け
で
す
ね
。

第
十
二
の
願
は
「
光
明
無
量
」
の
願
が
あ
る
。

阿
弥
陀
様
は
既
に
、

こ
の
願
を
成
就
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
の
願
に
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と

が
現
在
た
だ
い
ま
働
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

光
明
は
い
ろ
い
ろ
な
人
を
照
ら
し
て
い
る
。

そ
の
光
明
に
気
が
つ
い
た
者
と
気
づ
か
な
い
者

が
あ
る
。
光
明
は
聞
と
か
、
彬
の
存
在
を
知
ら

し
め
て
い
る
わ
け
、
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
知
ら

し
め
ら
れ
た
影
な
り
、
聞
な
り
を
気
づ
か
な
い

か
、
気
づ
く
か
に
よ
っ
て
、
常
光
と
神
通
光
の

違
い
が
で
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
様
の
光
明
は
、
こ
こ
ま
で
が
常
光
で
、

こ
れ
か
ら
先
が
神
通
光
と
い
う
よ
う
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
光
明
は
い
つ
で
も
、
ど
こ

で
も
、
誰
に
対
し
て
も

一
律
平
等

に
照
ら
し
て

い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
人
も
あ
る

わ
け
で
す
が
、
月
の
光
を
浴
び
な
が
ら
、

そ
れ

を
な
が
め
よ
う
と
す
る
人
だ
け
が
光
明
に
触
れ
、

本
願
の
平
等
慈
悲
の
働
き
、
つ
ま
り
神
通
光
を

項
く
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
州
通
光

は
摂
益
の
御
文
の
後
半
「
念
仏
衆
生
摂
取
不
拾
」
、

「
月
か
げ
」
の
お
歌
の
「
な
が
む
る
人
の
こ
こ

ろ
に
ぞ
す
む
」
と
い
う
後
半
の
句
に
か
か
わ
る

光
明
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
後
半
の
句
は
、

機
辺
に
立
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

光
明
と
念
仏

⑨
信
機
と
信
法

そ
う
し
ま
す
と
、
光
明
は
お
念
仏
と
ど
う
か

か
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
上

人
の

『三
部
経
釈
』
を
拝
読
し
ま
す
と
、
「
十

方
世
界
に
あ
ま
ね
く
光
明
を
照
ら
し
て
、

一
切

の
衆
生

に
こ
と
ご
と
く
縁
を
結
ば
ん
が
た
め
に
、

光
明
無
量
の
願
を
立
て
た
ま
え
り
」
と
あ
り
ま

す
。

こ
れ
は
第
十
二
の
願
で
あ
り
ま
す
、
が
、
こ

れ
な
ん
で
す
。
ま
ず

一
切
衆
生
に
紘
を
結
ぶ
。

そ
う
し
て
第
十
八
の
願
に
よ
る
お
念
仏
、
「
わ

が
名
を
と
な
え
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
。

つ

ま
り
光
明
摂
取
の
縁
と
お
念
仏
が
か
み
あ

っ
て、

往
生
浄
土
の
素
懐
を
と
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

で
あ
り
ま
す
。

光
明
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
は
生
死
の
世
界

に
罪
を
造
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
煩
悩
具
足
の

凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
わ

け
で
す
け
れ

E
も
、
そ
れ
に
は
や
は
り
、
こ
の

光
明
の
波
長
に
合
う
よ
う
な
行
動
を
し
ま
せ
ん

と
、
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
は
、

9 



な
ん
と
い

っ
て
も
「
わ
が
名
を
と
な
え
よ
」
と

呼
び
か
け
ら
れ
た
お
念
仏
す
る
こ
と
で
す
。
南

無
阿
弥
陀
仏
と
御
名
を
と
な
え
る
波
長
と
光
明

の
波
長
と
相
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

赤
裸
々
な
自
分
自
身
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
空
間
に
は
、
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

テ
レ
ビ
と
か
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
と
か
の
電
波

が
通

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
受
け
と
る
機
械

が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
、
聞
い
た
り
、
見
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
な
の
で
す
。

そ
の
お
念
仏
は
阿
弥
陀
様
か
ら
呼
び
か
け
ら

れ
た
、
そ
の
阿
弥
陀
様
の
名
号
を
声
を
出
し
て

お
と
な
え
を
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
今

度
は
自
分
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
煩
悩
具
足
の
九
夫
と
い
う

自
党
で
す
。

お
念
仏
し
て
光
明
を
項
き
ま
す
と
、
今
ま
で

気
づ

か
な
か

っ
た
自
分
の
影
も
、
汚
れ
も
あ
ら

わ
に
浮
き
彫
り
さ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
気
づ

か
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
信
機
L

と
い

っ
て
い
る
の
で
す
。

凡
夫
の
自
覚

⑨
三
学
非
器
と
煩
悩
具
足
の
凡
夫

法
然
上
人
の
ご
自
党
に
は
、

「
三
学
非
器
」

の
自
党
と
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
い
う
自
覚

(
信
機
)
の
二
種
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
「
信

機
」
と
「
三
学
非
山
市
」
を
ご

っ
ち
ゃ
に
な
さ
る

き
ら
い
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
ら

は
性
絡
が
異
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
判
然
と
区
別

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

歴
史
的
に
申
し
ま
す
と
、
「
三
学
非
器
」
は

開
宗
以
前
に
お
け
る
ご
自
党
。

「信
機
」
は
開

宗
後
の
ご
自
党
で
す
。

つ
ま
り
宗
祖
上
人
が
阿

弥
陀
様
の
信
仰
を
お
持
ち
に
な

っ
て
い
る
か
、

い
な
い
か
の
相
違
な
ん
で
す
。

「三
学
非
器
」
の
三
学
と
は
戒
定
慧
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
聖
道
門
に
お
け
る
仏
道
の
実
践

の
基
本
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
法
然
上

人
は
実
践
さ
れ
た
。
自
ら
の
力
に
よ

っ
て
大
い

に
努
力
、
精
進
そ
し
、
仏
道
を
歩
ま
れ
た
。
そ

の
中
に
お
い
て
、
自
分
は
戒
も
定
も
慧
も
満
足

に
達
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
、
そ
う
い
う
自

分
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
気
づ
き
に
な

っ
た
。

こ
れ
が
コ
ニ
学
非
器
」
な
の
で
す
。

こ
の
三
学
と
い
う
場
合
に
は
、
努
力
を
重
ね

て
い
け
ば
、
自
分
の
力
に
よ

っ
て
仏
に
成
れ
る

と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
信

機
」
は
、
光
明
に
よ

っ
て
赤
裸
々
な
、
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
自
身
に
気
づ

か
さ
れ
る
わ
け
い
で
す

か
ら
、
光
明
と
私
の
聞
に
は
越
え
が
た
い
溝

・

断
絶
が
あ
る
。
断
絶
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
光
明
に

照
ら
し
だ
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
す
。

基
本
的
に
い
う
と
、
こ
の
二
つ
の
自
党
は
成

立
す
る
基
般
市
を
全
然
異
に
し
て
い
w

ま
す
。
し
か

し
、
「
三
学
非
器
」
の
ご
自
党
に
立
た
れ
た
か

ら
こ
そ
、

法
然
上
人
は
阿
弥
陀
様
に
よ
る
救
済

の
道
へ
お
移
り
に
な
れ
た
。
そ
う
い
う
点
て
は

関
係
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
三
学
非
器
」

そ
の
も
の
と
、

「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
い
う

自
覚
と
は
、
お
の
ず
か
ら
成
立
の
基
盤
を
異
に

す
る
と
い
う
こ
と
を
、
は

っ
き
り
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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含
(
・
陣
、
・
療
は
人
間
の
性

「
貧
・
蹟
・
寵
」
と
い
う
三
毒
、
煩
悩
:
・
、

字
の
よ
う
に
煩
ら
い
悩
む
と
い
う
、
』
と
で
す
が
、

さ
が

私
は
こ
の
煩
悩
を
人
間
の
性
と
言
っ

た
方
が

一

般
の
人
に
わ
か
り
や
す
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。
男
。
で
あ
ろ
う
と
、
女
で
あ
ろ
う

と
、
勉
強
が
で
き
て
も
、
で
き
な
く
て
も
、
年

齢
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
煩
悩
は
生
ま
れ
な
が

ら
人
間
と
し
て
、
み
な
、

一
律
平
等

に
具
え
て

い
る
、
よ
く
な
い
心
の
働
き
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
「
貧
」
、
「
食
欲
」
は
飽
く
こ
と
を

知
ら
な
い
む
き
ぼ
り
の
こ
と
で
す
。
財
欲
、
淫

欲
に
対
す
る
む
き
ぼ
り
は
足
る

こ
と
を
知
ら
な

い
か
ら
、
欲
に
溺
れ
て
と
り
か
え
し
の
つ
か
な

い
羽
目
に
お
ち
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
膜
」
、
「
隈
悲
」
は
怒
り
、
腹
立
ち
の
心
で

す
が
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
時
に

必
ず
こ

の
心
が
起
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
カ

l
ッ

と
す
る
こ
と
で
す
ね
。
腹
が
立
っ
て
カ

l
ッ
と

し
ま
す
と
、

善
悪
の
判
断
を
す
る
理
性
が
崩
壊

し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
、
殴
る
、
蹴
る
、
物

を
投
げ
つ
け
た
り
し
て
、
当
た
り
ど
こ
ろ
が
悪

い
と
相
手
が
死
ん
で
し
ま
う
。
感
情
が
興
奮
し

ま
す
と
洪
水
の
ご
と
く
、
堤
防
の
役
目
を
果
す

べ
き
理
性
を
決
壊
さ
せ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

「
癒
」
、
「
思
癒
」
に
し
て
も
、
そ
う
で
す
。

物
の
道
理
は
頭
で
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

し
か
し
、
か
ら
だ
全
体
を
と
お
し
て
本
当
に
わ

か
つ
て
な
い
の
で
す
。
い
つ
か
は
死
な
な
き
ゃ



な
ら
ん
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
棚
上
げ

し
て
、
人
が
死
ぬ
の
を
見
て
も
、
私
は
め
っ
た

に
死
な
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

川
内
山
擬
っ
て
い
う
の
は
、
そ
れ
で
す
よ
ね
。
頭

が
悪
い
か
ら
物
の
道
理
が
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
。
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
か
ら
だ
が
、
感

情
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
い
の
で
す
。
だ
か

ら
、
本
当
に
は
わ
か
つ
て
な
い
の
で
す
。
道
理

を
踏
み
は
ず
し
て
、
蹟
い
た
り
、
転
ん
だ
り
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
問
、

こ
の

「貧

・
膜

・
擬
」
と
い
う
人
間
の
性
に
振
り
因
さ
れ
て
る

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
煩
悩
が
私
の
主
人
公
に

な
っ
て
る
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
様
の
光
明
に
照

ら
し
だ
さ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
気
づ
か
さ
れ
て
、

こ
の
ど
う
し
ょ
う

も
な
い
私
を
、
何
と
か
お
救
い
下
さ

いw
と
、
阿

弥
陀
様
に
お
す
が
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
念
仏
を
と
お
し
て
赤
繰
々
な
自
分
自
身
に
気

づ
か
さ
れ
て
、
自
分
は

「煩
悩
具
足
の
凡
夫
で

あ
る
」
と
い
う
自
覚
を
も
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

信
仰
の
深
ま
り

⑨
感
応
道
交

そ
う
し
ま
す
と
、
現
在
た
だ
今
の
自
分
の
あ

り
の
ま
ま
の
姿
を
し
か
と
知
ら
し
め
ら
れ
る

こ

と
に
よ

っ
て
、
今
度
は
阿
弥
陀
様
と
い
う
信
仰

の
対
象
、
救
い
主
、
阿
弥
陀
は
と
け
の
方
に
方

向
を
転
換
し
て
、
「
ど
う
ぞ
、
こ
の
私
を
お
救
い

下
さ
い
」
と
い
う
お
も
い
を
、
声
に
托
し
て
、

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
名
念
仏

を
い
た
し
ま
す
。

と
し
、
そ
の
上
に

立
い
た
し
ま
す
。

「信
機
」
が
先
か
、
「
信
法
」
が
先
か
と
い
う

よ
う
な
議
論
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ

の
両
者
は
螺
旋
状
に
な

っ
て
、
だ
ん
だ
ん
深
ま

っ
て

い
く
の
で
す
。
信
仰
に
お
け
る
二
回
性
、

あ
る
い
は
二
重
性
と
申
し
ま
す
か
、

異

っ
た
方

向
を
も

っ

「信
機
」
と
「
信
法
」
が
互
い
に
関

係
を
し
あ
い
な
が
ら
、
信
仰
の
心
を
盛
り
上
げ
、

昂
め
、
仏
凡
の
関
わ
り
が
漸
次
深
ま
っ
て
い
く

の
で
す
。

そ
の
仏
凡
の
関
わ
り
が
ず
う

っ
と
継
続
し
深

ま
る
と
、
今
度
は
、
い
わ
ゆ
る
親
縁
と

い
う
宗

教
的
な
感
応
道
交
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

こ
の
よ
う
に
お
念
仏
を
基
盤

「信
機
」
と
「
信
法
」
が
成

こ
の
私
が
阿
弥
陀
様
に
向
か

っ
て
礼
拝
を
す

る
。
御
名
号
を
お
と
な
え
す
る
。
そ
し
て
、

「ど

う
か
、
こ
の
私
を
お
救
い
下
さ
い
」
と
念
じ
る
。

そ
の
姿
、
思
い
を
阿
弥
陀
様
は
見
、

聞
き
、
知

り
給
う
て
、
し
か
も
、
念
仏
す
る
私
を
阿
弥
陀

様
が
ち
ゃ
ん
と
念
じ
て
下
さ
る
。
こ
の
仏
九
の

関
係
、
阿
弥
陀
様
と
私
と
は
切

っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
、

「阿
弥
陀
仏
の

か
れ
こ
れ

三
業
と
、
行
者
の
三
業
と
、
彼
此

一
つ
に
な
り

て
、
仏
も
衆
生
も
お
や
子
の
ご
と
く
な
る
」
と

申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
仏
凡
聞

の
関
わ
り
を

「親
縁
」
と
申
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
仏
九
聞
の
関
わ
り
を
感
じ
た
念
仏
者

の
日
常
生
活
は
、
ま
こ
と
に
尊
い
ば
か
り
で
な

く、

「真
の
仏
弟
子
」
と
し
て
日
日
好
日
の
き
わ

や
か
な
心
持
ち
と
、
阿
弥
陀
様
の
光
明
裡
に
生

まなか
す い さ

o ~!日れ
量2て
寿己生
をき
生て
きし、
抜る
く有
力難
カf さ

i勇
い 生
て死
まに
い煩
りわ

終
い
の
時
を
迎
え
る

⑨
身
体
的
・
精
神
的
苦
悩

そ
れ
で
も
人
は
、
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
臨
終

の
夕
べ
を
迎
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
終
い
の
時

を
迎
え
ま
す
と
、
頭
が
痛
い
、
胸
が
苦
し
い
と

い
う
病
気
と
い
う
身
体
的
な
苦
痛
と
、
さ
ら
に
、

そ
れ
と
は
別
に
、
精
神
的
な
さ
い
な
み
を
受
け

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
身
体
的
な
苦
痛
に
加
え
て

精
神
的
な
さ
い
な
み
が
、
と
っ
か
え
ひ

っ
か
え

襲
っ
て
く
る
。

そ
の
時
に
、
平
生
お
念
仏
申
し
て
い
る
人
に

向

っ
て
阿
弥
陀
様
は
、
大
光
明
を
放
ち
な
が
ら

来
迎
し
て
下
さ
る
の
で
す
。
臨
終
の
念
仏
者
は
、

い
ま
だ
か

つ
て
感
じ
た
こ
と
が
な
い
神
々
し
き

に
心
を
集
中
し
ま
す
か

ら
、
身
体
的
な
苦
痛
も
、

精
神
的
な
さ
い
な
み
も
忘
れ
て
し
ま

っ
て
、
正

念
に
住
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

い
か
に
し
て
こ
こ
ろ
は

正
念
に
至
る
か

こ
こ
の
と
こ
ろ
が
少
し
、
善
導
様
と
法
然
上

人
の
違
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
善
導
様
は
、
「
願

わ
く
は
弟
子
等
、
A
叩
終
の
時
に
臨
ん
で
、

心
顛

倒
せ
ず
、

心
錯
乱
せ
ず、

心
失
念
せ
ず
。
身
心

に
も
ろ
も
ろ
の
苦
痛
な
く
身
心
快
楽
に
し
て
禅
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定
に
入
る
が
如
く
聖
衆
現
前
し
た
ま
い
、
仏
の

本
願
に
乗
じ
て
阿
弥
陀
仏
国
に
上
品
往
生
せ
し

め
た
ま
え
」
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
ま

ず
自
分
が
正
念
に
住
さ
な
け
れ
ば
、
ご
来
迎
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
お
示
し
下
さ
っ

て
い
ま
す
。
し
か
る
に
法
然
上
人
の
場
合
は
、

来
迎
を
項
く
こ
と
に
よ
っ
て
正
念
に
住
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
お
示
し
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

臨
終
は
、
身
体
的
な
苦
痛
だ
け
じ
ゃ
な
い
。

精
神
的
な
さ
い
な
み
が
と
っ
か
え
ひ
っ
か
え
や

っ
て
く
る
。
い
く
ら
平
生
念
仏
し
て
い
て
も
、

そ
う
い
う
こ
と
に
お
か
ま
い
な
く
、
身
体
的
苦

痛
と
境
界
愛
、
自
体
愛
、
当
生
愛
と
い
っ
た
精

神
的
な
苦
悩
が
ど
ん
ど
ん
押
し
寄
せ
て
き
ま
す

か
ら
、
心
は
顛
倒
、
錯
乱
、
失
念
と
ゆ
れ
に
ゆ

れ
続
き
ま
す
の
で
、
臨
終
間
際
に
「
正
念
に
住

す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
然
上
人
は
、
正

念
に
よ
る
が
故
に
来
迎
を
項
く
と
い
う
こ
と
を

極
力
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
逆
に
来
迎
を
項

き
ま
す
か
ら
、
容
易
に
正
念
に
住
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
様
は
私
が
気
づ
か
な
い
遥
か
以
前
か

ら
、
ず
っ
と
「
わ
が
名
を
と
な
え
よ
」
と
、
私

た
ち
に
呼
び
か
け
、
「
名
を
と
な
え
る
」
よ
う
に

念
じ
下
さ
っ
て
い
る
。
阿
弥
陀
様
は
、
成
仏
さ

れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
光
明
を
連
続
し
て
照
ら

し
ど
お
し
に
お
照
ら
し
下
さ

っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
や
っ
と
気
づ
レ
て
、
そ
し
て
お
念
仏
を
申

し
て
、

最
後
に
来
迎
を
頂
戴
す
る
。
そ
う

い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

心
の
主
人
公
を
入
れ
替
え
る

「
信
機
」
か
ら
「
信

法
」
へ

、

「信
法
」
か

ら
「
信
機
」
へ
と
仏
凡
の
関
わ
り
を
深
め
て
い

く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
聞
に
「
機
悔
」
と
い
う

、
』
と
も
出
て
き
ま
す
。

何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
、
そ
れ
を

「
憐
悔
」

す
る
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
は
ま
と
も

な
人
間
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀

様
の
光
明
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
、
「
食

・
隙

・

療
」
に
振
り
回
さ
れ
、
煩
悩
の
命
ず
る
ま
ま
に

行
動
し
て
お
っ
た
。
そ
う
い
う
自
分
を
「
機
悔
L

す
る
の
で
す
。
こ
の
「
憐
悔
」
を
と
お
し
て
煩

悩
を
、
自
分
の
主
人
公
の
座
か
ら
引
き
ず
り
降

ろ
す
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
今
度
は
、
「
勧
諮
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
ね
。
煩
悩
を
主
人
公
の
座
か
ら
引

き
ず
り
降
ろ
し
ま
し
た
か
ら
、
今
度
は
阿
弥
陀

様
を
心
の
主
人
公
と
し
て
お
迎
え
す
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
観
音
様
の
お
像
を
持
見
し
ま
す
と
、

必
ず
お
つ
む
の
宝
冠
の
中
央
正
面
に
化
仏
|

|

阿
弥
陀
様
を
項
裁
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ

た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
様
を
自
分
の
心
の
主
人
公

と
し
て
お
迎
え
す
る
。

こ
れ
を
「
勧
請
L

と
申

し
ま
す
。

法
然
上
人
は

『
七
カ
条
の
起
前
文
』
の
な
か

に
、
「
会

・
眼

・
擬
起
こ
ら
ば
、
な
お
悪
趣
へ
行

く
べ
き
惑
い
の
起
こ
り
た
る
ぞ
と
心
得
て
、
こ

れ
を
と
ど
む
べ
き
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、

い
ま

だ
煩
悩
具
足
の
我
ら
な
れ
ば
、
か
く
心
得
た
れ

ど
も
、
常
に
煩
悩
は
起
る
な
り
。
起
れ
ど
も
、

ま
ろ
う
ど

煩
悩
を
ば
心
の
客
と
し
、
念
仏
を
ば
心
の
主
と

し
つ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
往
生
を
さ
え
ぬ
な
り
。

煩
悩
を
心
の
主
と
し
て
、
念
仏
を
心
の
客
と
す

る
こ
と
は
、
雑
毒
、
虚
仮
の
善
に
て
往
生
は
嫌

わ
る
る
な
り
」
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
仰
せ
の
よ
う
に
、
煩
悩
の
働
き
、
こ
れ

を
客
と
し
な
き
ゃ
い
か
ん
。
そ
の
た
め
に
は
ど

う
し
て
も
、
心
の
主
人
公
に
阿
弥
陀
様
を
お
迎

え
し
な
け
れ
、
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
の
内
に

「
機
悔
」
し
、
「
勧
請
」
す
る
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
心
の
入
れ
替
え
を
す
る
の
で
す
ね
。
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お
念
仏
の
相
続
と
は

こ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上
人
の
み
教
え
を
項

き
ま
す
と
、
念
仏
の
行
者
が
摂
取
さ
れ
て
い
く

と
い
う
の
は
、
終
の
時
を
境
に
極
楽
往
生
を
す

る
こ
と
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
お
念
仏
を
申
す
そ
の

人
が
、
生
き
て
い
る
聞
に
、
お
念
仏
す
る
以
前

の
自
分
と
お
念
仏
す
る
よ
う
に
な
っ
た
以
後
の

自
分
と
が
ど
の
よ
う
に
改
ま
る
の
か
。
「
あ
り
が

た
い
」
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
言
葉
。
て
は
申
し

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
の
中
身
に
つ
い
て
、

な
か
な
か
説
い
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。
や
は
り
信

仰
の
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
人
が
冷
暖
白
知
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。

そ
こ
に
、
お
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
の
大
切

さ
が
出
て
く
る
。

一
遍
念
仏
申
し
た
ら
助
か
る
と
も
言

い
ま
す

ね
。
一

声
で
助
か
る
の
な
ら
、
そ
れ
以
上
に
多



く
お
と
な
え
し
な
く
て
よ
い
で
は
な
い
か
。
こ

う
い
う
数
量
的
な
判
断
を
す
る
方
が
大
変
多
い

よ
う
で
す
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
お
小
遣
い

の
方
は
少
し
で
も
多

い
方
を
喜
ぶ
の
で
す
が
、

お
念
仏
に
限

つ
て
は
多
い
よ
り
も
少
な
い
方
が

喜
ば
れ
る
。
同
じ
く
数
量
的
判
断
で
す
が
、
こ

の
違
い
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
転
換
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
こ
と
に
摩
詞
不
思
議
な
判
断

と
忠
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
法
然
上
人
は
「
上
尽

一
形
、
下
至

十
戸

一
戸
等
」
と
官一
聞
い
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
。

俗
に
、
お
い
し
い
ご
馳
走
な
ら
「

一
一週
食
べ

た
ら
死
ん
で
も
本
望
だ
」
と
申
し
ま
す
ね
。
け

れ
ど
、
何
遍
で
も
食
べ
た
く
な
い
ん
で
す
か
。

そ
れ
な
の
に
念
仏
申
す
の
は
少
し
で
い
い
。
こ

れ
は
型
間
に
合
い
ま
せ
ん
ね
。

つ
ま
り
食
べ
す

嫌
い
の
傾
向
が
強
く
出
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ

ま
す
。
お
念
仏
の
有
難
き
が
わ
か
れ
ば
、
申
さ

ず
に
は
、
と
な
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
が
念

仏
者
で
は
な
い
引
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
お
念
仏
を
相
続
す
る
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
れ
は
前
念
と
後
念
の
関

係
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
声
を
出
し
て
お
と
な
え
を
す
る
。
「
ど
う
ぞ
、

こ
の
私
を
お
助
け
下
さ
い
」
「
お
救
い
下
さ
い
」

と
い
う
阿
弥
陀
様
に
向

つ
て
の
思
い
が
、
次
の

心
に
受
け

つ
が
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
ま
た
前
念

に
な

っ
て
、
さ
ら
に
後
の
心
に
受
け
と
め
ら
れ

て
い
く
わ
け
で
す
。
煩
悩
具
足
の
私
で

ご
ざ
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
私
が
、
阿
弥
陀
様
を
念

じ
、
阿
弥
陀
様
に
お
救
い
下
さ
い
と
呼
び
か
け

る
。
そ
の

一
声

一
声
に
托
さ
れ
た
阿
弥
陀
様
に

向

つ
て
の
お
も
い
、
心
が
ず
う

っ
と
連
続
的
に

積
み
重
ね
ら
れ
て
、
往
生
の
主
体
が
漸
次
内
容

づ
け
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

ま
ず
念
仏
申
せ

あ
る
人
が
ね
え
、
「
私
は
念
仏
な
ん
て
申
し

た
く
な
い
。
申
し
た
く
な

っ
た
ら
申
す
る
」
と

断
言
し
ま
し
た
。

お
念
仏
が
申
し
た
く
な
る
ま

で
待
つ
の
で
す
か
。

『選
択
集
』
の
開
巻
努
頭
、
題
名
に
続
く
次

の
行
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
六
字
の
お

名
号
が
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
割
註
と

し
て
、
「
往
生
之
業
念
仏
為
先
」
と
書

い
て
あ

り
ま
す
。
念
仏
を
も

っ
て
先
と
す
る
。
ま
ず
念

仏
を
申
す
。
申
し
た
く
て
も
、
申
す
気
が
な
く

て
も
、
と
に
か
く
戸

に
出
し
て
念
仏
を
申
し
な

さ
い
。
お
念
仏
す
る
こ
と
が
念
仏
の
心
を
形
成

し
て
い
く
、
』
と
に
な
る
ん
だ
と
。

前
念
と
後
念
と
が
関
係
を
し
あ
い
な
が
ら
、

阿
弥
陀
様
に
向

つ
て
の
思
い
が
次
か
ら
次
へ
と

送
ら
れ
て
継
続
し
、
や
が
て
決
定
往
生
の
心
を

定
着
さ
せ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

心
の
中
に
仏
思
い

の
心
が
あ

っ
て
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
申
す
の
は
、
こ
れ
は
ご
く
自
然
な

な
り
ゆ
き
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
心
に
な

る
ま
で
待

つ
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
だ
か

ら
、
ま
ず
申
し
な
さ
い
。
仏
思
い
の
心
が
な
く

て
も
、
ま
ず
声
に
出
し
て
申
し
な
さ
い
。
そ
の

内
に
、
漸
次
中
味
が
実
の
り
、
熟
し
て
く
る
の

で
す
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
名
号
は
単
な
る
符

号
じ
ゃ
な
い
。
阿
弥
陀
様
の
内
証
と
外
用
と
の

双
方
の
功
徳
が
お
名
号
自
身
の
中
に
お
さ
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
お
名
号
を
、
わ
れ
わ
れ
は
帰
命
、

発
願
廻
向
と
い
う
「
南
無
」
の
心
を
も
っ
て
阿

弥
陀
様
を
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
呼
び
申
し

あ
げ
る
。

そ
う
し
ま
す
と
、

一
戸

一
声
に
、
名
に
よ

っ

て
表
さ
れ
る
阿
弥
陀
様
ご
自
身
が
、
称
名
す
る

人
の
心
の
中
に
お
宿
り
下
さ
る
の
で
す
。
阿
弥

陀
様
ご
自
身
が
、
わ
が
名
を
呼
ぶ
人
の
心
の
中

に
お
宿
り
下
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、

言

い
か
え

て
申
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
を
心
に
刻
み

つ
け

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
相

続
と
い
う
こ
と
の
中
味
で
、
阿
弥
陀
様
に
向

っ

て
「
ど
う
ぞ
、
こ
の
私
を
お
助
け
下
さ
い
、
お

救
い
下
さ
い
」
の
お
も
い
が
、
決
定
往
生
の
心

を
だ
ん
だ
ん
形
成
し
て
い
く
の
で
す
。
法
然
上

人
は
阿
弥
陀
様
の
光
明
が
人
格
を
形
成
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
見
抜
か
れ
て
い
ら
れ
る
わ
け

で
す
。

教
化
者
は

念
仏
と
宗
学
を
す
る

さ
あ
こ
こ
で
、
教
化
者
自
身
が

一
体
ど
う
あ

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。た

だ
念
仏
申
せ
ば
い
い
と
言
っ

て
も
、
念
仏

を
申
し
た
ら
ど
う
な
る
ん
だ
と
聞
か
れ
た
ら
、

わ
し
は
ま
だ
死
ん
で
お
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
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行
っ
た
こ
と
、
が
な
い
か
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
、
こ

れ
じ
ゃ
あ
、
だ
れ
も
お
念
仏
に
は
つ
い
て
入
っ

て
き
ま
せ
ん
わ
ね
。
内
分
に
は
そ
う
い
う
体
験

が
な
い
に
し
て
も
、
仰
上
京
の
念
仏
の
信
仰
の

中
身
を
も
う
少
し
日
パ
体
的
、
体
系
的
に
紹
介
を

し
て
、
お
念
仏
す
る
人
の
糧
に
な
る
よ
う
に
勧

め
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

浄
上
宗
学
と
い
う
と
、
幅
楽
と
か
、
本
閥
、
と

か
、
あ
る
い
は
安
心
と
か
、
起
行
と
か
、
念
仏

と
か
と
い
う
名
日
、
い
わ
ゆ
る
概
念
に
つ
い
て

勉
強
を
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
ら
れ
る

万
が
多
い
ん

J

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
初
歩
の

段
階
て
、
そ
れ
が
山
発
点
に
な
ら
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
ね
。

私
は
京
学
に
つ
い
て
、
京
義
・
京
釆

・
宗
学

の
三
つ
に
分
け
て
号
え
て
い
ま
す
。

宗
義
と
い
う
の
は
、
品げ
L
L

京
を
お
聞
き
下
さ

っ
た
法
然
l.
人
の
ご
迫
文
に
品
川
か
れ
で
あ
る
内

芥
。

つ
ま
り
机
午
ゆ
仁
の
道
聞
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
山
川
義
を
、
そ
の
ま
ま
よ
爪
に
実
践
を
す

る
の
が
宗
采
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
時
代

が
変
わ
れ
ば
人
山
の
与
え
五
も
変
わ
っ
て
く
る
。

社
会
で
も
、
北
口
は
な
か

っ
た
川
組
が
統
山
し
て

く
る
。
ま
あ
、
汁
の
人
は
、
お
じ
い
さ
ん
も
お

ば
あ
さ
ん
も
、
「
死
ん
だ
ら
浄
土
に
お
参
り
が

で
き
る
」
と
、
安
心
し
て
死
ん
で
い
か
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
必
鈍
念
仏
第

a

の
機
」
に
な
る
こ

と
が
、
で
き
た
人
が
多
か
っ
た
。
A
f
は
な
か
な
か
、

そ
う
は
ま
い
り
ま
せ
ん
わ
ね
。

そ
う
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
活
問
題
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
宗
義

を
変
え
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
変
化
の
た
だ
巾
に
あ
っ
て
、
往
供
品
げ
k
の
道

を

一
体
ど
の
よ
う
に
体
系
づ
け
て
い
く
か
。
一
-

組
上
人
は
二
組
上
人
で
、
法
然
L
L

人
の
み
教
え

を
そ
の
ま
ま
頂
絞
さ
れ
、
北
川
川
口
立
の
説
が
横

行
す
る
中
に
あ
っ
て
、
宗
伯
上
人
の
お
念
仏
を

組
織
体
系
化
し
つ
つ
、
お
念
仏
を
ひ
ろ
め
ら
れ

た
。
そ
の
二
組
上
人
の
よ
う
に
祖
述
と
顕
彰
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
引
代
に

お
け
る
宗
学
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で

す
。
宗
義
を
仁
ム
円
に
し
た
引
代
の
京
中
が
当
然

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
京
北

・
京
釆

・
京
山
下
と

い
う
よ
う
に

一
応
の
概
念
規
定
念
行
っ
た
上
で、

宗
門
子
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ゆ
上
京
の
お
坊

さ
ん
た
ち
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
宗

学
を
す
る
か
ら
に
は
、
し
っ
か
り
お
念
仏
を
巾

し
な
が
ら
、
昨
今
の
社
会
、
人
の
円
悩
を
感
じ

取
り
、
そ
の
vrn
悩
を
い
か
に
解
決
す
る
か
を
、

課
題
と
し
て
も
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

そ
の
基
本
と
な
る
宗
義
に
・
ぶ
さ
れ
て
い
る
、

死
ん
で
か
ら
先
の
柱
生
で
あ
る
こ
と
在
、
私
は

不
H

定
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
人
間
は
過
去
を
背
負

い
な
が
ら
、
未
米
を
内
に
苧
み
つ
つ
人
ー
を
生
き

て
い
る
の
で
す
。
未
来
に
夢
が
な
け
れ
ば
、
前

進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
死
ん
だ
ら
何
に

も
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
必
ず
阿
弥
陀
般

の
ふ
と
こ
ろ
に
州
ら
せ
て
柄
引
く
と
い
う
大
き
な

け
棋
、
こ
れ
は
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ぉ

念
仏
を
中
す
こ
と
に
よ

っ
て
死
後
に
住
川
さ
せ

て
頂
く
自
分
が
、
現
在
た
だ
い
ま
、
お
念
仏
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
改
ま
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
大

い
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
「
あ
り
が
た
い
、
あ
り

が
た
い
」
と

μ
で
は
言
う
け
れ
ど
、

一
体
ど
う

あ
り
が
た
い
の
か
。
何
が
あ
り
が
た
い
の
か
、

そ
の
中
身
を
開
陳
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
忠
い
ま

す
。
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心
に
阿
弥
陀
様
を

そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
「
川
か
げ
L

の
お

歌
を
よ
く
味
わ
い
ま
す
と
、
そ
の
小
に
浄
仁
の

宗
義
概
要
が
全
部
入
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

放
の
末
尾
の

「な
が
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む
」

と
い
う
「
す
む
」
は
平
仮
名
で
占
い
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
寸
澄
む
」
と
「
住
む
」
の
刊
と
ち
ら
だ

と
よ
く
聞
か
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
眺
む
る

人
の
心
に

一
体
何
が
す
む
の
か
と
与
え
た
な
ら

ば
、
お
の
ず
か
ら
わ
か
り
ま
す
ね
。
観
斤
様
が

お
つ
む
に
阿
弥
陀
織
を
頂
戴
さ
れ
て
お
る
よ
う

に
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
阿
弥
陀
織
を
お
迎
え
し

て
、
私
の
心
に
住
ま
っ
て
項
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

ど
う
か
皆
さ
ん
。
お
互
い
に
煩
悩
只
足
の
私

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
切
時
限
琢
磨
し
あ
っ
て
お

念
仏
を
中
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
小
に
阿
弥
陀

悦
怖
を
お
迎
え
し
、
こ
こ
ろ
の
、
正
人
公
と
仰
ま
な

が
ら
、
教
化
の
第

一
線
に
立
て
る
よ
う
に
い
た

し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
長
時
川
の
ご
M
M
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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植物が芽を出し、

葉をしげらせるのは、

あたりまえの現象です。

しかし、このことに生命の誕生、

生命を伝えていくしくみの謎が、

ひそんでいるのだそうです。

そして、その謎はおそらく、

永遠の謎でありつづけるでしょう。

むしろ必要なのは、

そこに大いなる力のはたらきを

観ることではなし、でしょうか。

(撮影/菊池東太)
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