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「 

                           

こ
の
如
来

に

ょ

ら

い

は
光
明

こ
う
み
ょ
う

な
り
。
光
明

こ
う
み
ょ
う

は
智
慧

ち

え

な
り
。 

智
慧

ち

え

は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
。 

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

著
作

ち
ょ
さ
く

『
一
念

い
ち
ね
ん

多
念

た

ね

ん

文
意

も

ん

い

』 
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「
聖
徳

し
ょ
う
と
く

皇
太
子

こ
う

た

い
し

磯
長

し

な

が

御
廟

ご
び
ょ
う

」(

大
阪
・
聖
徳
太
子
の
お
墓
） 

親
鸞
聖
人
は
19
歳
の
時
に
参
詣
さ
れ
、
聖
徳
太
子
よ

り
夢
告

む

こ

く

を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

今
年
も
昨
年
と
同
様
に
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

下
の
写
真
で
す
が
、
大
阪
に
あ
り
ま
す
磯
長

し

な

が

御
廟

ご
び
ょ
う

、
お
参
り
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
と
て
も
大
切
な
方
と
し
て
仰
ぎ
、

こ
の
磯
長
御
廟
に
お
参
り
に
伺
っ
た
際
に
夢
告
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
、
京
都
か
ら
こ
の
地

へ
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
僕
も
お
参
り
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
今
年
も
光
明
寺
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
お
寺
を
知
っ
て
い
た

だ
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、

様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
こ
の
通
信
が
届
く
皆
さ
ま

に
は
、
特
に
「
写
教
の
会
」
と
、「
同
朋
の
会
」
に
ご
参
加
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

仏
事
で
お
勤
め
し
て
い
る
「
正
信
偈
」
に
親
し
む
こ
と
を
願
い
と
し
て

お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
皆
さ
ん
か
ら
日
々
の
生
活
の
お
話
な

ど
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 
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２
０
１
９
年
１１
月
２６
日
火
曜
日
、
第
４
回
「
終

活
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
２０
名
、
ご
門
徒
さ
ん
や
地
域
の
方
に
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
タ
ウ
ン
誌
『
深
川
』
や

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
見
て
参
加
さ
れ
た
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
っ
て
、
新
た
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  

セ
ミ
ナ
ー
は
２
部
構
成
で
、
初
め
に
私
（
住
職
）

よ
り
、
「
仏
教
の
終
活
」
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
の
出
家
が
、
老
病
死
の

苦
か
ら
の
解
放
を
求
め
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
か
ら
、

「
終
活
」
を
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と

の
大
切
さ
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  

続
い
て
、
「
安
心
し
て
生
き
る
た
め
の
、
遺
品
・

生
前
整
理
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
㈱
ワ
ン

ズ
ラ
イ
フ
代
表
取
締
役
社
長
の
上
野
貴
子
さ
ん
よ

り
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

遺
品
整
理
や
生
前
整
理
は
、
不
用
品
を
捨
て
る
こ

と
で
は
な
く
、
大
切
な
人
を
失
っ
た
喪
失
感
や
悲
し

み
の
気
持
ち
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
整
理
し
よ

う
と
す
る
物
は
、
そ
の
人
の
人
生
の
想
い
、
大
切
な

歴
史
で
す
、
と
い
う
お
話
が
心
に
残
り
ま
し
た
。 

    
 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

ご
意
見
ご
感
想
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
セ
ミ
ナ
ー
の
良
か
っ
た
と
こ
ろ 

 

・
ご
住
職
に
よ
る
仏
教
の
お
話
、
そ
し
て
、
講
師

の
方
を
招
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
と
て
も
よ
い

構
成
だ
と
思
い
ま
す
。
（
５０
代
女
性
） 

 

・
仏
教
や
仏
陀
の
お
話
が
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。

（
５０
代
女
性
） 

 
・
人
間
は
皆
、
本
当
は
孤
独
に
死
に
た
く
は
な
い

ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。
（
６０
代
女
性
） 

 

・
資
料
の
写
真
や
実
体
験
を
聞
か
せ
て
頂
き
、
想

像
し
や
す
く
て
良
か
っ
た
で
す
。（
４０
代
男
性
） 

         

◆
ご
自
身
に
と
っ
て
、
新
た
な
気
づ
き
や
発
見
し
た

こ
と
、
良
か
っ
た
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い 

 

・
健
康
で
元
気
な
内
に
、
色
々
と
考
え
て
お
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
上
野
さ
ん

の
「
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
お
話
が
目
安
と
な

り
、
分
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。（
５０
代
女
性
） 

 

・
遺
品
整
理
の
お
話
の
中
で
「
子
ど
も
に
迷
惑
を

か
け
た
く
な
い
」
と
あ
り
ま
し
た
。
最
近
は
仏

壇
も
お
墓
も
用
意
し
た
く
な
い
と
い
う
方
が

多
い
。
核
家
族
化
が
要
因
…
と
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
す
が
、
親
子
間
の
話
し
合
い
が
少
な
い
こ
と

に
も
要
因
が
あ
る
気
も
し
ま
す
。（
５０
代
女
性
） 

 

◆
参
加
し
て
の
全
般
的
な
感
想
や
ご
意
見
な
ど
を
ご

自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い 

 

・
今
回
は
終
活
セ
ミ
ナ
ー
に
、
生
ま
れ
て
初
め
て

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
色
々
な
気
づ

き
も
あ
り
、
未
来
に
繋
が
る
思
い
が
あ
り
、
嬉

し
か
っ
た
で
す
。
（
６０
代
女
性
） 

 

・
お
寺
、
ご
住
職
・
・
・
近
づ
き
が
た
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
気
さ
く
な
お
人
柄
が
お

話
を
聞
く
に
つ
れ
深
ま
り
ま
し
た
。
場
の
空
気

も
温
か
か
っ
た
で
す
。
（
６０
代
女
性
） 

 

・
家
族
と
の
話
し
合
い
を
、
楽
し
く
自
分
の
意
向

を
伝
え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
（
５０
代
女
性
） 

 

・
あ
た
た
か
い
雰
囲
気
で
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。 

第
４
回
「終
活
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
催
し
ま
し
た 
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仏
事
に
つ
い
て
・・・こ
こ
が
知
り
た
い
！ 

  
 
 

お
寺
で
お
葬
式 

  

最
近
、
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
入
院
さ

れ
て
い
る
場
合
や
、
介
護
施
設
か
ら
病
院
へ
転
院
さ

れ
た
と
き
な
ど
に
、
事
前
に
ご
相
談
に
お
見
え
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
の
場
合
、
お
寺

で
の
お
葬
式
を
お
選
び
い
た
だ
く
方
が
多
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
か
、
む
し
ろ
僕
の
ほ

う
か
ら
勧
め
て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。 

 

ど
う
し
て
勧
め
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
は

メ
リ
ッ
ト
で
す
が
、 

①
経
済
的
な
負
担
が
小
さ
い
（
祭
壇
が
必
要
な
い
） 

②
亡
き
方
と
の
距
離
感
が
近
い 

③
遺
さ
れ
た
者
が
仏
の
教
え
に
出
遇
う 

 

①
に
つ
い
て
で
す
が
、
本
堂
に
は
ご
本
尊
が
あ
り

ま
す
の
で
祭
壇
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
祭
壇
の
必
要

が
な
い
と
い
う
だ
け
で
も
、
経
済
的
な
負
担
は
圧
倒

的
に
小
さ
く
な
り
ま
す
。 

②
に
つ
い
て
は
、
祭
壇
が
な
い
分
お
棺
も
低
く
、

ま
た
、
本
堂
で
す
の
で
、
亡
き
方
を
近
く
に
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
、
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

③
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
が
、

そ
も
そ
も
葬
儀
は
、
亡
き
方
を
ご
縁
に
、
遺
さ
れ
た

者
が
大
切
な
こ
と
に
出
合
う
場
で
す
。
大
切
な
こ
と

と
は
、
「
死
」
で
す
。
亡
き
方
は
、
身
を
も
っ
て
、

最
後
に
私
た
ち
に
、
「
死
」
と
い
う
厳
し
い
現
実
を

教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
で
も
私
た
ち
は
、「
死
」

は
怖
く
悲
し
く
、
と
て
も
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
、
そ
の
た
め
に
、
仏
の
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
て
、
一
人
ひ
と
り
が
亡
き
方
か
ら
の
大
切
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
場
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

           

デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

①
本
堂
内
で
お
参
り
で
き
る
お
身
内
は
２０
人
ほ
ど 

②
多
く
の
一
般
会
葬
者
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い 

③
駐
車
場
が
な
い 

 

何
せ
小
さ
な
寺
で
す
の
で
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
ほ
と

ん
ど
が
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
で
す
。
で
も
、
ご
遠
慮
な

く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

真し

ん

宗
し
ゅ
う

本ほ

ん

廟
び
ょ
う

御
正
忌

ご

し

ょ

う

き

報
恩
講

ほ

う

お

ん

こ

う 
  

１１
月
２７
日
～
２８
日
と
、
本
山
の
報
恩
講
に
参
詣

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
山
で
は
毎
年
１１
月
２１
日

か
ら
の
８
日
間
に
わ
た
り
、
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
ま

す
。
今
年
は
、
全
国
か
ら
３
万
５
千
人
の
ご
門
徒
方

が
参
詣
に
お
見
え
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

午
後
の
お
逮
夜

た

い

や

、
朝
の
晨
朝

じ
ん
じ
ょ
う

、
午
前
の
お
日
中

に
っ
ち
ゅ
う

と
、

毎
日
３
座
、
２１
座
の
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。 

 

最
後
の
３
座
は
「
結け

ち

願が
ん

」
と
言
い
、
特
に
最
後
の

最
後
「
お
日
中
」
の
法
要
は
御
満
座

ご

ま

ん

ざ

と
言
わ
れ
、
大

谷
派
特
有
の
「
坂ば

ん

東ど
う

曲ぶ
し

」
が
勤
ま
り
ま
す
。 

 

「
坂
東
曲
」
は
、
上
体
を
大
き
く
揺
ら
し
な
が
ら
、

独
特
な
節
回
し
で
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

・
和
讃

わ

さ

ん

を
勤
め
ま
す
。
親
鸞

聖
人
が
流
罪

る

ざ

い

に
遭あ

わ
れ
た
際
に
、
船
上
で
称
え
た
念

仏
が
由
来
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
御
満
座
に
は
、

約
６
千
人
が
膝
を
詰
め
て
参
詣
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

         

写
真
は
、
本
山
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載 
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二
〇
二
〇
年 

年
忌
法
要
（
亡
く
な
っ
た
年
） 

 

四
十
九
日
法
要
…
亡
く
な
っ
た
日
か
ら
四
十
九
日 

 

一
周
忌
法
要
…
二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
・
令
和
元
年
） 

 

三
回
忌
法
要
…
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
十
年
） 

 

七
回
忌
法
要
…
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
十
六
年
） 

 

十
三
回
忌
法
要
…
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
） 

 

十
七
回
忌
法
要
…
二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
） 

 

（
二
十
三
回
忌
法
要
）
…
一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
） 

 

二
十
五
回
忌
法
要
…
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
） 

 

（
二
十
七
回
忌
法
要
）
…
一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
） 

 

三
十
三
回
忌
法
要
…
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
） 

 

五
十
回
忌
法
要
…
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
十
六
年
） 

 

 

※
地
域
に
よ
り
、
二
十
三
回
忌
・
二
十
五
回
忌
・

二
十
七
回
忌
は
、
お
勤
め
す
る
習
慣
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
お
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

写
教
の
会 

 

教．
え
の
言
葉
を
書
き
写．
す
「
写
教
」
の
会
で
す
。 

 開
催
日
：
１
月
１５
日
・
２
月
１９
日
・
３
月
１１
日 

 
 

 
 

水
曜
日
の
１４
時
～
１７
時
ま
で
開
け
て

い
ま
す
の
で
、
出
入
り
自
由
で
す
。 

 参
加
費
：
無
料 

 

「
正
信
偈
」
を
書
写
し
ま
す
の
で
、
筆
ペ
ン
又
は
書

道
道
具
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

光
明
寺
同
朋
の
会
（
法
話
の
会
） 

 
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
「
正
信
偈
」
に
は
、
ど
の

よ
う
な
教
え
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

少
し
ず
つ
で
す
が
、
学
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 開
催
日
：
１
月
２５
日
・
２
月
２２
日
・
３
月
２８
日 

 
 
 
 

土
曜
日
の
１４
時
～
１６
時
半
ま
で 

 参
加
費
：
５
０
０
円 

 
 
 
 

初
回
の
方
は
テ
キ
ス
ト
代
６
０
０
円 

 ※
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

体
幹
ら
く
ら
く
ヨ
ガ 

 

お
寺
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で
ヨ
ガ
を
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
無
理
な
く
体
を
動
か
し
な
が

ら
、
自
然
と
体
の
内
側
を
鍛
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

日
常
か
ら
離
れ
て
、
自
分
の
体
と
向
き
合
い
、
心

地
よ
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

 開
催
日
：
毎
月
第
２
火
曜
日
の
１０
時
半
～
１１
時
半 

 
 
 

毎
月
第
４
火
曜
日
の
１９
時
～
２０
時 

 
 
 
 

※
月
に
２
回
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

※
２
月
１１
日
は
お
休
み
し
ま
す
。 

 参
加
費
：
１
，
０
０
０
円 

 

花
ま
つ
り
法
要 

 

日
本
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
は
４
月
８
日
に
お
生
ま

れ
に
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
誕
生
と
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
、

そ
し
て
、
新
た
な
仏
弟
子
の
誕
生
を
ご
縁
に
、
法
要

を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 日
時
：
４
月
５
日
（
日
）
１３
時
よ
り
法
要 

 
 
 
 

法
要
の
後
に
３０
分
ほ
ど
の
法
話
あ
り 

 参
加
費
：
無
料 


