
の
願
い
を
聞
き
と
ど
け
ら
れ
、
み
か

え
り
の
阿
弥
陀
如
来
に
な
ら
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
は
、
も
と

は
聖
武
天
皇
の
ご
本
尊
で
、
奈
良
の

東
大
寺
の
経
蔵
に
お
さ
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
永
観
律
師
が

東
大
寺
で
功
績
を
あ
げ
た
た
め
、
永

観
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。 

寺
伝
に
よ
る
と
、
永
観
律
師
が
阿

弥
陀
如
来
を
背
負
っ
て
京
都
へ
帰

る
途
中
、
東
大
寺
の
僧
侶
が
取
り
戻

そ
う
と
後
を
追
っ
て
き
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
阿
弥
陀
如
来
は
永
観
の
背

中
に
は
り
つ
い
て
決
し
て
離
れ
よ

う
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

た
な
く
追
っ
手
は
あ
き
ら
め
て
引

き
返
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。 

 
 
 

  

   

大
袈
裟
（
お
お
げ
さ
） 

 
 

 
 

大
袈
裟
と
は
、
実
際
よ
り
も
大
変

な
よ
う
に
い
う
さ
ま
を
意
味
す
る

言
葉
で
す
。 

 

袈
裟
（
け
さ
）
は
、
お
坊
さ
ん
が

衣
の
上
に
つ
け
て
い
る
法
衣
の
こ

と
で
、「
大
袈
裟
」
は
文
字
通
り
大

き
な
袈
裟
の
こ
と
で
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
に
は
、
道
端

に
落
ち
て
い
る
布
切
れ
を
つ
な
ぎ

合
わ
せ
て
衣
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
仏
教
が
中
国
か
ら
日
本
へ

伝
来
し
て
か
ら
、
袈
裟
は
華
美
で
装

飾
的
な
も
の
と
な
り
、
儀
式
用
に
着

用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
坊

さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
袈
裟
を
ぎ
ょ

う
ぎ
ょ
う
し
く
つ
け
て
い
る
様
子

か
ら
、
規
範
の
大
き
い
こ
と
、
お
お

ぎ
ょ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

雑
記
抄 

～
智
慧
と
知
恵
～ 

「
智
慧
」
と
「
知
恵
」。「
ち
え
」
に
は

二
つ
の
「
ち
え
」
が
あ
り
ま
す
。 

三
つ
の
リ
ン
ゴ
を
ケ
ン
カ
せ
ず
、

二
人
の
兄
弟
に
分
け
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。 

一
つ
ず
つ
渡
し
、
余
っ
た
リ
ン
ゴ

は
半
分
に
切
っ
て
分
け
ま
す
。
こ
れ

が
「
知
恵
」。 

一
つ
ず
つ
渡
し
、
余
っ
た
リ
ン
ゴ

は
お
仏
壇
に
お
供
え
し
ま
す
。
こ
れ

が
「
智
慧
」。 

 

仏
教
は
「
智
慧
」
の
宗
教
で
す
。

智
慧
と
は
心
豊
か
に
生
き
て
い
く

為
の
考
え
で
す
。 

「
知
恵
」
は
時
と
し
て
「
悪
知
恵
」

と
な
る
こ
と
も
・
・
・
。 

    

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

色
即
是
空

し
き
そ
く
ぜ
く
う 

（
色 し

き

は
空 く

う

で
す
） 

空
即
是
色

く
う
そ
く
ぜ
し
き 

（
空 く

う

は
色 し

き

で
す
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

般
若
心
経

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う 

 

色
・
・
・
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
物
。
対
象
物
。 

空
・
・
・
か
ら
っ
ぽ
。
ゼ
ロ
。 

 

空
と
は
こ
だ
わ
ら
な
い
心 

般
若
心
経
は
三
百
字
足
ら
ず
の
短
い
お
経
で
す
。
そ
の
中

の
一
節
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
は
、
般
若
心
経
の
中
で

も
と
て
も
大
切
な
言
葉
で
す
。
現
代
の
言
葉
に
訳
す
と
、 

 

「
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
物
は
す
べ
て
空
で
す
」
で
す
。 

「
空
」
と
は
、
何
も
な
い
状
態
、
か
ら
っ
ぽ
、
と
い
う
意 

味
で
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

た
と
え
ば
、
家
族
で
カ
レ
ー
を
食
べ
る
と
し
ま
す
。
同 

じ
カ
レ
ー
で
も
、
辛
い
と
感
じ
る
人
に
と
っ
て
は
「
辛
い 

 

カ
レ
ー
」
で
あ
り
、
辛
く
な
い
と
感
じ
る
人
に
と
っ
て
は 

「
辛
く
な
い
カ
レ
ー
」
で
す
。
食
べ
る
人
に
よ
っ
て
カ 

レ
ー
の
存
在
は
「
辛
い
も
の
」「
辛
く
な
い
も
の
」
と
い
う 

ふ
う
に
色
々
で
す
。 

 

他
に
も
、
同
じ
景
色
を
見
て
も
き
れ
い
と
思
う
人
も
い 

れ
ば
、
き
れ
い
と
思
わ
な
い
人
も
い
ま
す
、
同
じ
音
楽
を

聴
い
て
も
、
良
い
音
楽
に
聴
こ
え
る
人
も
い
れ
ば
、
た
だ

の
雑
音
に
聴
こ
え
る
人
も
い
ま
す
。 

「
空
」
と
は
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、 

見
る
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
見
え
方
、
感
じ
方
が
違
う
の
で 

そ
の
物
の
存
在
と
い
う
の
は
無
色
透
明
の
よ
う
で
あ
り
、 

誰
が
見
て
も
同
じ
色
に
見
え
る
「
絶
対
的
な
存
在
」
と
い 

う
も
の
は
、
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
し
て
私
た
ち
の
「
心
」
も
「
空
」
と
い
え
ま
す
。 

食
べ
物
が
賞
味
期
限
を
越
え
た
瞬
間
に
腐
っ
た
よ
う
に

感
じ
た
り
、
ま
わ
り
が
良
い
と
言
え
ば
良
く
見
え
、
悪
い

と
言
え
ば
悪
く
見
え
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
「
人
・
物
」

が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
て
い
る
私
自
身
の

「
心
」
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

般
若
心
経
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
見
方
が
違
う
の
だ
か
ら
、

自
分
の
考
え
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
な
い
で
、
す
べ
て
「
空
」

と
み
な
し
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

 
 

月 
 

影 
 
 
 
 
 

 

第３１号 



 

 
秋
の
彼
岸
会
法
要 

 
 

 秋
の
彼
岸
会
法
要
を
九
月
二
十
三
日 

に
勤
め
ま
し
た
。 

一
時
か
ら
ご
先
祖
の
水
塔
婆
回
向
、
二
時 

か
ら
法
話
。 

法
話
は
、
般
若
心
経
に
つ
い
て
、
意
味 

の
解
説
や
般
若
心
経
に
ま
つ
わ
る
話
を
さ 

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ご
多
用
中
、
ご
参
詣
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
あ
り
が
と 

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

 

西
山
上
人
の
お
誕
生
日
の
法
要
（
降
誕
会

ご
う
た
ん
え

） 
 

毎
年
、
十
一
月
九
日
は
西
山
派
の
祖
、
西
山
上
人
（
せ
い 

ざ
ん
し
ょ
う
に
ん
）
の
降
誕
会
（
誕
生
日
を
祝
う
法
要
）
が
、

本
山
永
観
堂
に
お
い
て
厳
修
さ
れ
ま
す
。 

境
内
の
紅
葉
も
赤
く
な
り
、
永
観
堂
が
一
番
美
し
く
な
る

季
節
の
中
、
全
国
か
ら
檀
信
徒
、
僧
侶
が
あ
つ
ま
り
、
盛
大

に
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
詣
で
き
ま
す
。 

 

◎
十
一
月
九
日
（
月
） 

 
 
 

午
後
十
二
時
十
分 

お
説
教 

 
 
 

午
後
一
時 

 
 
 

降
誕
会 

 

 

 

寺
宝
展 

 

永
観
堂
の
重
文
・
寺
宝
な
ど
展
観 

十
一
月
七
日
（
土
）
～
十
二
月
六
日
（
日
） 

 

拝
観
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

 

拝
観
料 

 

一
般
千
円 

小
中
学
生
六
百
円 

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ 

本
堂
拝
観
と
本
尊
み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
参
拝 

十
一
月
七
日
（
土
）
～
十
一
月
三
十
日
（
月
） 

 

拝
観
時
間 

午
後
五
時
半
～
午
後
九
時 

 

拝
観
料 

 

一
般
（
中
高
生
以
上
）
六
百
円 

 
 

 



 
 

問
）
ど
う
し
て
○
○
寺
で
は
な
く
、

永
観
堂
と
い
う
の
で
す
か
？ 

答
）
実
は
、
永
観
堂
（
え
い
か
ん
ど

う
）
と
い
う
名
は
通
称
名
で
す
。

正
式
名
は
禅
林
寺
（
ぜ
ん
り
ん

じ
）
と
い
い
、
あ
わ
せ
て
「
永
観

堂
禅
林
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
禅
林
寺
と
い
う
名
前
か

ら
、
私
た
ち
の
宗
派
名
を
浄
土
宗

西
山
禅
林
寺
派
（
じ
ょ
う
ど
し
ゅ

う
せ
い
ざ
ん
ぜ
ん
り
ん
じ
は
）
と

い
う
の
で
す
。 

 

「
も
み
じ
の
永
観
堂
」
で
親
し
ま

れ
て
い
る
永
観
堂
禅
林
寺
は
、
平

安
時
代
に
建
て
ら
れ
、
も
と
も
と

は
真
言
宗
の
お
寺
で
し
た
。 

永
観
堂
と
い
う
名
は
、
禅
林
寺

の
住
職
を
し
た
永
観
律
師
（
よ
う

か
ん
り
っ
し
）
の
、
仏
の
慈
悲
の

教
え
を
実
践
さ
れ
、
念
佛
信
仰
を

す
す
め
ら
れ
た
遺
徳
を
慕
っ
て
、

い
つ
し
か
禅
林
寺
を
「
永
観
堂
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

ち
な
み
に
、
南
禅
寺
は
禅
林
寺

の
南
に
建
っ
た
寺
な
の
で
南
禅

寺
と
い
う
名
が
つ
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

問
）
永
観
律
師
は
ど
ん
な
お
坊
さ
ん

だ
っ
た
の
で
す
か
？ 

答
）
十
八
才
か
ら
日
課
と
し
て
一
万

遍
の
念
仏
を
称
え
続
け
、
後
に
は

六
万
遍
も
の
念
仏
を
称
え
た
為

「
念
佛
宗
永
観
」
と
ま
で
呼
ば
れ

ま
し
た
。 

 
 

も
と
は
奈
良
の
東
大
寺
に
お

ら
れ
管
長
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

     

問
）
ど
う
し
て
、
本
尊
の
み
か
え
り

阿
弥
陀
如
来
は
、
ふ
り
か
え
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
す
か
？ 

答
）
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
二
月

十
五
日
の
早
朝
、
永
観
律
師
は
い

つ
も
の
通
り
、
阿
弥
陀
堂
で
本
尊

阿
弥
陀
如
来
の
ま
わ
り
を
、
一
人

で
一
心
不
乱
に
「
な
む
あ
み
だ
ぶ

つ
、 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
・
・
・
。」

と
念
佛
行
道
を
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
ふ
と
何
か
の
気
配
を
感
じ

ら
れ
、
前
を
見
る
と
、
本
尊
の
阿

弥
陀
如
来
が
壇
か
ら
降
り
て
永

観
を
先
導
す
る
よ
う
に
行
道
を

は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。
あ
ま
り
の

あ
り
が
た
さ
に
、
夢
で
は
な
い
か

と
思
い
立
ち
ど
ま
る
と
、
阿
弥
陀

如
来
は
、
す
っ
と
首
を
左
に
ひ
ね

っ
て
、 

「
永
観
お
そ
し
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。 

「
ど
う
か
そ
の
お
姿
を
、
後
世
永
く 

と
ど
め
た
ま
え
。」
と
い
う
永
観 

 
 


