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光
の
中
の
私

南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
を
よ
く
よ
く
聞
い
て
、
如
来

の
願
い
が
煩
悩
に
狂
っ
て
い
る
私
を
救
わ
ず
に
は
お
か
な
い

と
の
願
い
で
あ
っ
た
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
間
違
い
な
く
救

わ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
て
み
れ
ば
、
ン」

・
の

身
ア」の
ま
ま
救
い
の
み
手
の
な
か
で
、
な
ん
と
い
う
幸
せ
者

で
あ
っ
た
か
と
よ
ろ
こ
ば
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

「わ
れ
も
光
の
う
ち
に
あ
り
」
と
前
住
職
が
書
い
た
額

椰韓

襲
蒻

訴
機
聾

下
さ
っ
た
こ
と
を
味
わ
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

如
来
の
ま
ｒ

と
が
私
の
心
の
一

中
に
入
り
、
み
一

光
に
包
ま
れ
た
身
で
あ
る
か
ら
に
は
、
臨
終
を
案
ず
る
一

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
安
ら
か
な
一

最
後
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
業
を
担
っ
て

い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

苦
し
み
な
が
ら
い
く
か
、
安
ら
か
に
い
け
る
か
、
全
‘

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
業
を
も
って
い
よ
う
と
も
お

慈
悲
の
中
な
の
で
す
か
ら
、
い
の
ち
終
わ
れ
ば
、
そ
の
主

ま
お
浄
土
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。　
　
一

「臨
終
に
仏
の
お
迎
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
塗

は
、
自
分
の
力
で
お
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
登

人
た
ち
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
人
は
、
光
二

お
さ
め
と
ら
れ
て
お
り
、
往
生
に
間
違
い
な
い
身
に
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
臨
終
の
善

し
悪
し
を
考
え
る
こ
と
も
い
ら
な
い
し
、
あ

ら
た
め
て
仏
の
お
迎
え
を
期
待
す
る
こ
と
も

な
い
。
信
心
が
定
ま
る
時
に
往
生
も
定
ま
る

の
で
あ
る
」
と
親
鸞
聖
人
は
仰
せ
に
な
っ
て
お

り
、
蓮
如
上
人
も

「さ
れ
ば
信
を
え
た
る
く

ら
い
を
経
に
は
即
得
往
生
住
不
退
転
と
と

き
、
釈
に
は
、
必
ず
お
浄
土
に
生
ま
れ
往
く

身
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、

九
月

二
十

二
日
午
前
十
時

彼
岸
会
去
募

講
師

高

口
恣
昭
師

そ
れ
は
今
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
ま
す
。
　
　
‘

こ
れ
か
ら
先
の
日
暮
し
は
、

幸
か
不
幸
か
　

知

ら
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
成
っ
て
も
よ
ろ
し
い

と
、
確

か
な
覚
悟
が
で
き
ま
し
た

　

雨
も
嵐

も
あ
る
で

あ
ろ
う
、　
照
る
日

曇
る
日
そ
れ

ぞ
れ
に
、

生

き
抜
く
道
を
ば
め
ぐ
ま
れ
て
、
　

心
晴
れ
晴
れ
生

き
て
い
く

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、　
心
は
れ
ば
れ
と
生
き

抜
か
せ
て
い
た
だ
く
大
き
な
よ
ろ
こ
び
こ
そ
、
平
生

業
成
の
人
の
あ
り
が
た
い
姿
で
あ
り
ま
す
。
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ユ 事 碁

信
心
と
は

世

の
中
は
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
い

く
の
だ
ろ
う
。　
少
な
く
と
も
形
有
る
も

の
だ
け
を
信
じ
、　
形
の
な
い
も
の
は
否

定
す
る
と
い
う
グ

ル
ー
プ
と
、　
形
の
な

い
も
の
も
信
じ
て
ゆ
く
と
い
う
二
つ
に

わ
か
れ

て
く
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。一

方
は
宗
教
を
否
定
し
、　
他
方
は
信

ず
る
と
い
う
二
つ
。

た
だ

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、　
宗
教
を
信
じ
る
と
い
っ
て

も
、

「真
実
」
で
な
い
も
の
は
、
そ

の
範
躊
に
は
い
ら
な
い
。

教
行
信
証
薬
師
経
を
引
い
て

「清
浄
の
信
を
得
た
も
の
は
、
生
涯
他

の
諸
神
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。
人
々

は
悪
魔
や
外
道
あ
る
い
は
妖
術
師
を
信

じ
て
道
理
に
合
わ
な
い
禍
福
の
邪
説
に

迷
い
、
不
安
、
恐
怖
を
生
ず
る
の
で
あ

る
。
心
自
体
が
正
し
く
な
い
か
ら
、
物

事
を
占
い
問
う
て
は
災
い
を
招
き
、
つ
い

に
は
大
の
命
を
害
す
る
に
至
る
。
あ
る

い
は
神
明
に
祈
願
し
、
妖
怪
を
呼
ん
で

福
を
求
め
長
寿
息
災
を
祈
っ
て
、
し
か

も
こ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
愚

か
に
も
迷
っ
て
、
邪
説
を
信
じ
、
間
違
っ

た
見
解
を
も
ち
、
つ
い
に
は
非
業
の
最

後
を
遂
げ
て
地
獄
に
入
り
、
出
る
と
き

が
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
。
新
興
宗

教
な
ど
人
の
心
の
弱
さ
を
利
用
し
、
金

儲
け
や
、
人
心
を
惑
わ
す
よ
う
な
も
の

は
、
真
の
宗
教
と
は
い
え
な
い
。
は
っ
き

り
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

浄
土
真
宗
の
門
徒
で
も
、
名
ば
か
り

の
門
徒
が
多
い
。
初
詣
で
は
神
社
、
仏

閣
に
お
参
り
し
、
「お
金
が
儲
か
り
ま

す
よ
う
に
」
「早
く
病
気
が
よ
く
な
る

一よ
う
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一と
お
祈
り
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
。　
　
一

■
か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の

良
時
吉
■

一え
ら
ば
し
め
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ
■

一占
祭
祀
つ
と
め
と
す
」
　
　
　
　
　
　
一

一人
の
弱
み
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
不
変
の
本

一質
で
あ
る
。
「お
願
い
し
ま
す
仏
様
」
と

一手
を
合
わ
す
人
を
信
仰
家
と
考
え
る
の

一は
間
違
い
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

一　
本
当
の
帰
依
処
を
得
る
こ
と
が
信
心
で

一あ
る
。
生
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
死
の
帰
す
る

一と
こ
ろ
を
得
る
、
身
も
心
も
た
だ
ひ
と
つ

一の
も
の
に
頼
り
切
れ
る
も
の
を
言
う
。　

・

．こ
れ
が
あ
る
か
ら
生
き
て
ゆ
け
る
、
ン」れ

一が
あ
る
か
ら
死
ん
で
ゆ
け
る
も
の
が
、

一本
当
の
帰
依
処
で
あ
る
。　
　
　
　
　
・

前
坊
守
英
子
の
三
回
忌
に
は
沢
山
の

方
々
に
お
参
り
い
た
だ
き
本
当
に
嬉
じ

く
思
い
ま
し
た
。
や
は
り
生
前
の
働
き

が
、　
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
も
学

ば
な
け
れ
ば
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し

た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

印円
　
お
寺
よ
り
本
堂
建
築
の
寄
付

の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。　
一
口
十
万

円
で
三
日
以
上
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
方
に
は
檀
家
に
な

っ
た
と
い
う
認

識
が
な
い
の
で
す
が
、
寄
付
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

檀
家
と
は
い
つ
の
時
点
で
成
立
す
る

の
で
す
か
。

答
　
寺
と
か
神
社
は

「宗
教
法
人

法
」
と
い
う
法
律
で
守
ら
れ
て
い
ま

す
。　
で
す
か
ら
、　
大
き
な
建
物
や

境
内
地
を
持

っ
て
い
な
が
ら
税
金
が

か
か
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま

す
。
お
寺
が
個
人
の
持
ち
物
で
は
な

く
、
宗
教
心
を
養
う
た
め
に
多
く
の

人
々
に
使
わ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と

を
国
家
が
認
め
て
い
る
。

お
寺
に
は
次
の
機
能
が
あ
り
ま
す



①
修
行
す
る
と
こ
ろ
　
（仏
道
修
行
場
）

一

②
み
仏
を
拝
む
と
こ
ろ
　
（礼
拝
の
場
）

一

③
法
要
や
法
事
を
つ
と
め
る
と
こ
ろ

（葬

祭
の
道
場
）
、　
　
　
　
　
　
　
　
一

あ
る
関
係
で
す
。　
お
寺
は
仏
法
を

多
く
の
人
々
に
伝
達
、　
教
化
す
る
一

と
こ
ろ
で
す
。　
そ
の
こ
と
を
法
施
一

と
い
い
ま
す
。　
布
施
の
こ
と
を
イ
一

ン
ド
の
言
葉
で
ダ
ー
ナ
と
い
い
、
一

そ
れ
が
檀
那
に
な
り
ま
し
た
。　
法
一

を
布
施
す
る
お
寺
の
こ
と
を
檀
那
寺
一

と
い
っ
て
お
り
ま
す
。　
そ
れ
に
対
一

し
て
報
恩
感
謝
の
布
施
を
す
る
人
々

の
こ
と
を
檀
那
と
か
檀
家
と
い
っ
た

の
で
す
。

あ
な
た
は
檀
家
に
な
っ
た
記
憶
も

な
い
の
に
、　
突
然
お
寺
か
ら
寄
付

を
請
求
す
る
と
は
何
事
だ
と
い
う
お

気
持
ち
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
は
寄
付
を
ご
依
頼
し
た
お
寺

が
あ
な
た
の
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い

で
、
連
絡
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。今

、
あ
な
た
の
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ン」と
は
、
ま
ず
寄
付
を
依
頼
し
て
来

た
お
寺
に
、
な
ぜ
、　
私
の
と
こ
ろ
に
本

堂
建
築
の
寄
付
が
寄
せ
ら
れ
た
の
か
を

お
尋
ね
下
さ
い
。　
一
う
め
は
、
私
は
檀

家
と
な
っ
た
記
憶
が
な
い
が
、
お
寺
の

方
で
は
ど
う
い
う
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い

る
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
二
点
を
は
っ
き
り
し
て
い
た
だ
い
て

か
ら
、
あ
な
た
自
身
の
態
度
を
決
め
て

も
遅
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

補
足
し
ま
す
が
、
檀
家
で
あ
る
か
な

い
か
を
お
寺
の
方
で

一
軒

一
軒
確
認
す

べ
き
な
の
で
す
が
、
お
寺
に
よ
っ
て
は
、

古
く
か
ら
総
代
、
世
話
人
の
方
々
が
土

地
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま

何
と
な
く
檀
家
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。

新
し
い
納
骨
壇

安
心
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
準
備

で
す
。
先
祖
代
々
の
墓
地
等
が
あ
っ

て
も
、
核
家
族
と
な
り
、
親
子
関

係
が
も
段
々
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
安
心
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の

準
備
が
必
要
な
時
代
で
す
。
お
寺

の
ほ
う
で
永
代
に
供
養
で
き
る
納
骨

壇
で
す
。
費
用
は

一
人
用
三
十
万

円
と
管
理
費
で
す
。
希
望
の
方
は

早
め
に
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

う柱  う の が  い 意 と 入 れ る 由  ら 所 い 寺   ⑤  ④
と と お と 書 あ 仏 と 味 が の て
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尚

文

独
り

言

八
月
の
あ
る
週
に
、
お
寺
の
掲
示
板
に
掲
一

も
、
い
か
に
多
く
の
物
事
を
簡
単
に
代
理
に
一

蠅鳴
弱
鍾
贅
野
醜
請
狂
聾

晨
理
雄
筑
“腎
一ヽ

故岡本抵
一
よ
オ
フ
。

私
自
身
に
関
す
る
事
、

僧
侶
と
し
て

の
行
動
に
関
す
る
事
等
々
。

猛
暑
の
夏
も
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
今
の
ン」の
思
い
を
大
切
に
心

に
刻
ん
で
精
進
し
た
い
も
の
で
す
。

追
伸

九
月
十
四
目

（日
）
十
時
か
ら
の
定

例
法
座
を
、
誓
願
寺
婦
人
会
主
催
の

「物
故
者
追
悼
法
要
」
と
し
て
開
催
い

た
し
ま
す
。

ご
講
師

加
藤
純
幸
師
（本
願
寺
布

教
使
。
二
重
県
専
念
寺
）
お
誘
い
合

わ
せ
の
上
お
参
り
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
九
月
開
催
予
定
の
バ
ザ
ー

は
、
十

一
月
二
十
三
日

（日
）
報
恩

講
の
際
に
行
い
ま
す
。

加
藤
純
幸
師

自
己
紹
介

私
は
東
海
教
区
、
専
念
寺
坊
守

昭
和
十
八
年
六
月
生

三
歳
の
時
、
非
常
な
高
熱
で
両
一

耳
難
聴
、
右
下
肢
機
能
障
害
と

い
う
後
遺
症
に
も
育
て
ら
れ
て
、
一

仏
縁
が
深
め
ら
れ
、
広
げ
ら
れ
一

感
謝
と
感
動
に
お
礼
の
昨
今
で
一

趙
誕
輝
講浸罫
『
重

九
月
号
に
同
封
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
）
一

繰
り
返
し
何
度
も
読
み
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
一

だ
め
文
節
も
私
の
心
に
突
き
刺
さ
っ
て
ま
い
り

九
月
撫
法
産
案
《

十
四
口

（日
）

午
前
十
時

　

特
別
法
座

講
師

カロ
藤
飩
幸
師

工
午
　
　
　
健
康
相
投

講
師

佐
藤
グ
彦
医
師

二
十

一
口

（日
）
午
前
十
時

な
か
よ
し
く
ら
ぶ

二
十
二
日

（祝
）
午
前
十
時

彼
岸
奔
法
姜

講
師

高
田
慈
昭
師

す

元
に
返
っ
て
来
た
気
が
す
る
が
、
七

十
二
キ
ロ
あ
っ
た
体
重
が
五
十
キ
ロ

に
な
り
、
い
ま
や
っ
と
五
十
五
キ
ロ

に
か
え
っ
た
。

◎
初
め
て
大
き
な
病
気
を
し
て
、

そ
の
辛
さ
を
体
験
し
た
。
段
々
病

気
が
悪
く
な
っ
て
死
ぬ
の
で
は
な
い

か
と
か
。
足
が
立
た
な
く
て
歩
け

な
く
な
る
の
で
は
、
と
余
計
な
事
ば

か
り
考
え
て
右
往
左
往
す
る
私
が
お

か
し
か
っ
た
。　
元
気
に
な
る
と
笑
い

事
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
本
人
は
、

真
剣
そ
の
も
の
、
後
で
考
え
る
と
全

く
お
か
し
な
事
で
あ
る
。

◎
ま
た
ど
う
な
る
か
解
ら
な
い
の

が
、
私
ど
も
で
あ
る
。
今
日
の
今
を

大
切
に
精

一
杯
生
き
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

◎
八
十
歳
と
な
る
。
よ
く
考
え
て

み
る
と
親
父
も
お
袋
も
八
十
ま
で
は

生
き
て
い
な
い
、
ま
さ
か
と
思
う

が
、
一
番
長
生
き
で
あ
る
。
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
ン」こ
ま
で

生
き
た
と
い
う
証
を
立
て
た
い
。

◎
リ
キ
も
ナ
ナ
も
元
気

一
一
″
〓

■
一一一■
藁
ｆ
一

◎
昨
年
七
月
に
手
術
し
ず、

や
っ
と


