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前
回
か
ら
親
鸞
聖
人

の
「
正
信
偈
」
に
つ
い
て

書
い
て
い
ま
す
。

　

「
正
信
偈
」
と
は
親
鸞

聖
人
が
『
教
行
信
証
』
と

い
う
著
書
の
中
に
書
か

れ
た
偈
文
（
詩
）
で
す
。

皆
さ
ん
も
お
寺
に
行
く

と
、
よ
く
ご
一

緒
に
唱
え
ま
す

の
で
「
聞
い
た

こ
と
、
あ
る
」

と
い
う
方
も
多

い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

前
回
は
最
初

の
「
帰
命
無
量

寿
如
来
／
南
無

不
可
思
議
光
」

の
お
話
を
し
ま

し
た
。

　

今
回
は
そ
の

続
き
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

最
初
に
そ
の
文
章
を
挙
げ

て
お
き
ま
す
。
二
行
で
ペ
ア

の
四
句
で
見
て
い
き
ま
す
。

①
法
蔵
菩
薩
因
位
時

　

在
世
自
在
王
仏
所

②
覩
見
諸
仏
浄
土
因

　

国
土
人
天
之
善
悪

③
建
立
無
上
殊
勝
願

　

超
発
希
有
大
弘
誓

④
五
劫
思
惟
之
摂
受

　

重
誓
名
声
聞
十
方

　

こ
こ
の
内
容
を
ざ
っ
く
り

お
話
し
て
お
き
ま
す
。

①
阿
弥
陀
さ
ま
は
仏
さ
ま
に

な
る
前
は
法
蔵
菩
薩
と
い

う
名
で
、
世
自
在
王
仏
と

い
う
仏
さ
ま
の
も
と
で
修

業
を
さ
れ
て
い
た
。

②
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏

さ
ま
が
作
ら
れ
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
浄
土
と
、
そ
こ
に

住
む
人
た
ち
の
善
悪
を
す

べ
て
ご
覧
に
な
っ
た
。

③
そ
し
て
「
私
は
こ
れ
以
上

の
浄
土
は
な
い
」
と
い
う

新
た
な
浄
土
を
作
ろ
う
と

い
う
願
い
を
立
て
ら
れ
た
。

④
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
長
い

　

時
間
、
考
え
に
考
え
に

考
え
抜
い
て
、
す
べ
て
の

人
に
こ
の
浄
土
の
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
さ
ら

な
る
誓
い
も
立
て
ら
れ
た
。

　

で
は
、
一
句
一
句
、
も
う

少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

が
、
私
は
お
坊
さ
ん
で
も

学
者
で
も
な
く
「
役
者
（
能

楽
師
）」
で
す
。
ひ
と
り
の

「
読
者
」
と
し
て
読
ん
で
み

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
読
み
や
す
く
す
る

た
め
に
以
下
で
は
「
敬
語
」

は
省
略
し
ま
す
。「
阿
弥
陀

さ
ま
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
「
阿
弥
陀
さ

ま
が
言
っ
た
」
と
書
き
ま
す

の
で
、
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ

い
ね
。

▼
国
を
捨
て
、
王
位
を
捨
て

①
法
蔵
菩
薩
因
位
時

　

在
世
自
在
王
仏
所

　

最
初
に
出
て
く
る
「
法
蔵

菩
薩
」
と
い
う
の
は
阿
弥
陀

さ
ま
が
仏
さ
ま
に
な
る
前

の
名
前
で
す
。「
仏
」
と
い

う
の
は
悟
っ
た
人
、「
菩
薩
」

と
い
う
の
は
修
行
す
る
人
で

す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
ま
だ

修
行
者
だ
っ
た
と
き
の
お
話

で
す
。

　

こ
の
法
蔵
菩
薩
は
、
さ
ら

に
そ
の
前
は
王
さ
ま
で
し
た
。

そ
の
王
さ
ま
が
世
自
在
王
と

い
う
仏
さ
ま
と
出
会
っ
た
。

そ
し
て
「
自
分
も
仏
に
な
っ

て
、
人
々
を
救
い
た
い
」
と

思
い
、
修
行
を
始
め
ま
し
た
。 　

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
お

経
に
は
、
世
自
在
王
仏
の
説

法
に
感
動
し
た
こ
の
王
さ
ま

が
、
国
を
捨
て
、
王
位
を
捨

て
、
そ
し
て
修
行
者
に
な
っ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

国
を
捨
て
た
り
、
王
位
を

捨
て
た
り
す
る
の
は
、
普
通

に
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん

ね
。
大
企
業
の
社
長
や
会
長

が
、
そ
の
地
位
や
財
産
を
す

べ
て
捨
て
る
こ
と
の
百
倍
も

千
倍
も
、
い
や
数
万
倍
も
す

ご
い
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
も
自
分
の
た
め
で
は

な
く
、
人
を
救
う
た
め
に
捨

て
る
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
エ
ス
・
デ
ィ
ー

・
ジ
ー
・
ズ
）
と
い
う
の
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

　

十
七
色
の
丸
い
バ
ッ
チ
を

付
け
て
い
る
人
を
見
た
こ
と

が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
「
持
続
可
能
な
世

界
」
を
実
現
す
る
た
め
の
運

動
で
、
十
七
の
目
標
を
挙

げ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

バ
ッ
チ
も
十
七
色
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

十
七
項
目
で
有
名
な
の
は

環
境
問
題
を
何
と
か
し
よ
う

と
い
う
も
の
。
ス
ー
パ
ー
や

コ
ン
ビ
ニ
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
が

有
料
に
な
っ
た
の
は
、
環
境

に
留
意
し
て
ビ
ニ
ー
ル
を
減

ら
そ
う
と
い
う
考
え
か
ら
出

ま
し
た
。

　

し
か
し
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
十
七
の

目
標
の
ト
ッ
プ
は
環
境
で
は

な
く
「
貧
困
」
で
す
。
貧
乏

で
困
っ
て
い
る
人
が
い
な
い

世
界
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
第
一
目
標
な
の

で
す
。

　

世
界
の
富
の
80
％
近
く

を
、
ト
ッ
プ
10
％
の
富
裕
層

が
持
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

残
り
90
％
の
人
た
ち
が
、
世

界
の
富
の
20
％
を
分
け
合
っ

て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、

世
界
の
下
の
50
％
の
人
た
ち

が
分
け
合
う
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
世
界
の
富
の
な
ん
と

た
っ
た
の
２
％
。

　

大
貧
民
ゲ
ー
ム
と
い
う
ト

ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
が
あ
り
ま
す

が
、
貧
困
の
人
た
ち
は
ど
ん

ど
ん
貧
乏
に
な
っ
て
い
く
、

そ
れ
が
現
代
社
会
で
す
。

　

も
し
、
世
界
中
の
大
企
業

の
会
長
・
社
長
、
そ
の
他
の

お
金
持
ち
や
政
治
家
、
そ
う

い
う
人
た
ち
が
、「
こ
れ
で

は
ダ
メ
だ
」
と
、
貧
困
に
苦

し
ん
で
い
る
人
を
救
う
た
め

に
、
す
べ
て
の
資
産
を
寄
付

し
て
、
地
位
や
名
誉
や
名
声

も
す
べ
て
捨
て
た
ら
、
こ
の
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問
題
は
一
挙
に
解
決
し
ま
す
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
世
界
の

富
の
80
％
近
く
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

で
も
、
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は

現
実
的
で
は
な
い
で
し
ょ
。

　

し
か
し
、
こ
の
王
さ
ま
は

そ
れ
よ
り
も
す
ご
い
こ
と
を

し
た
の
で
す
。
会
社
ど
こ
ろ

か
、
自
分
の
治
め
て
い
る
国

を
捨
て
た
の
で
す
か
ら
。

▼
苦
し
み
の
な
い
浄
土

②
覩
見
諸
仏
浄
土
因

　

国
土
人
天
之
善
悪

　

す
べ
て
を
捨
て
て
修
行
者

に
な
っ
た
法
蔵
菩
薩
が
次
に

し
た
こ
と
は
、
多
く
の
仏
さ

ま
が
作
っ
た
「
浄
土
」
が
ど

の
よ
う
に
で
き
た
の
か
、
そ

し
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
善
悪

が
あ
る
の
か
を
観
察
し
た
こ

と
で
す
。

　

「
多
く
の
仏
さ
ま
」
と
い

う
と
「
仏
さ
ま
っ
て
お
釈
迦

さ
ま
ひ
と
り
で
は
な
い
の
」

と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。「
仏
」
と
い
う
の

は
「
仏
陀
」
の
略
で
、
仏
陀

（
ブ
ッ
ダ
）
と
い
う
の
は
お

釈
迦
さ
ま
が
生
ま
れ
た
イ
ン

ド
の
言
葉
で「
目
覚
め
た
人
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　

悟
り
を
開
い
た
者
や
真
理

に
目
覚
め
た
人
を
「
ブ
ッ

ダ
」
と
い
い
ま
す
。
昔
の
イ

ン
ド
に
は
た
く
さ
ん
の
ブ
ッ

ダ
が
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
真

理
、
さ
ま
ざ
ま
な
悟
り
が
あ

り
ま
し
た
。

　

で
は
、
仏
さ
ま
で
「
悟

り
」、「
真
理
」
に
目
覚
め
る

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
最
初
の
悟

り
は
「
こ
の
世
の
中
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
《
苦
し
み
》
が
満

ち
溢
れ
て
い
る
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。
四
苦
八
苦
と
い

う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が

こ
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
《
苦
し

み
》」
で
す
。

　

生
き
る
苦
し
み
、
老
い
の

苦
し
み
、
病
の
苦
し
み
、
そ

し
て
死
の
苦
し
み
、
す
な
わ

ち
「
生
老
病
死
」
が
四
苦
で

す
。

　

こ
の
四
苦
に
加
え
て
…

①
愛
し
て
い
る
人
と
別
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み

（
愛
別
離
苦
）

②
憎
い
奴
と
も
会
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
苦
し
み
（
怨

憎
会
苦
）

③
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
ら

　

な
い
苦
し
み（
求
不
得
苦
）

④
自
分
の
心
や
か
ら
だ
が
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
苦
し

み
（
五
蘊
盛
苦
）

…
の
四
つ
の
苦
を
合
わ
せ
た

も
の
を
八
苦
と
い
い
ま
す
。　

　

こ
の
四
つ
は
生
老
病
死
の

「
生
」、
す
な
わ
ち
生
き
る
苦

し
み
で
も
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
で
の
悟
り
、
真
理
と

い
う
の
は
、
こ
の
四
苦
八
苦

か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
。
苦

し
み
の
な
い
人
生
を
送
る
こ

と
で
す
。

　

人
類
の
歴
史
は
、
こ
の
四

苦
八
苦
を
少
し
で
も
和
ら
げ

よ
う
と
努
力
し
た
歴
史
で
も

あ
り
ま
す
。

　

病
気
の
苦
し
み
を
和
ら
げ

る
た
め
に
医
療
が
発
達
し
ま

し
た
。
老
い
を
遅
ら
せ
る
ア

ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
も
盛
ん
で

す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
に
科

学
が
発
達
し
て
も
「
死
」
を

避
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
生
き
る
苦
し
み
の
四

つ
も
な
か
な
か
解
決
で
き
ま

せ
ん
。

　

人
が
集
ま
っ
た
ら
、「
み

ん
な
仲
が
い
い
方
が
い
い
」

と
多
く
の
人
は
思
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
グ

ル
ー
プ
を
作
る
と
き
に
は
同

じ
よ
う
な
性
格
の
人
を
集
め
、

「
み
ん
な
仲
良
く
ね
」
と
決

め
て
作
る
の
で
す
が
、
そ
れ

で
も
少
し
経
つ
と
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
イ
ヤ
な
人

が
で
き
て
き
ま
す
。

　

む
ろ
ん
、
自
分
が
「
イ
ヤ

な
奴
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
、

相
手
も
自
分
の
こ
と
を
そ
う

思
っ
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。

　

こ
れ
は
人
間
が
人
間
で
あ

る
限
り
ど
う
し
よ
う
も
な
い

こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

　

人
は
、
悪
意
が
な
く
て
も

ウ
ソ
を
つ
き
ま
す
。
自
分
を

守
る
た
め
、
あ
る
い
は
大
切

な
人
を
守
る
た
め
に
も
ウ
ソ

を
つ
く
。
そ
れ
は
こ
の
世
の

根
っ
こ
に
「
苦
し
み
」
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
ん
な
も
の

が
ひ
と
つ
も
な
い
世
界
を

作
っ
て
、
そ
こ
で
暮
ら
せ

ば
「
苦
し
み
」
の
な
い
人
生

を
送
っ
て
、
そ
し
て
「
悟
り

を
開
く
（
成
仏
す
る
）」
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
仏
さ
ま
が
考
え
て

作
っ
た
の
が
、
浄
ら
か
な
地
、

「
浄
土
」
で
す
。

　

多
く
の
仏
さ
ま
が
作
っ
た

の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
浄
土
が

あ
り
ま
す
。

　

法
蔵
菩
薩
は
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
浄
土
に
つ
い
て
、
ど

の
仏
さ
ま
が
ど
の
よ
う
に

作
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
こ
に

は
ど
の
よ
う
な
人
が
住
ん
で

い
る
か
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は

ど
の
よ
う
な
善
悪
が
あ
る
か

を
観
察
さ
れ
た
の
で
す
。

▼
万
人
の
た
め
の
浄
土

③
建
立
無
上
殊
勝
願

　

超
発
希
有
大
弘
誓

　

さ
ま
ざ
ま
な
浄
土
と
、
そ

こ
に
住
む
人
が
観
察
し
た
法

蔵
菩
薩
は
、
多
く
の
浄
土
に

は
ひ
と
つ
の
欠
点
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
「
人
を
選
ぶ
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ま
で
の
仏
さ
ま
が
誰
も

立
て
た
こ
と
の
な
い
、
驚
く

べ
き
誓
い
を
立
て
ら
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
は
…

　

「
私
の
浄
土
に
は
、
そ
れ

ま
で
浄
土
に
行
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
よ
う
な
人
も
含

め
て
、
す
べ
て
の
人
を
迎
え

入
れ
よ
う
」
と
い
う
誓
い
で

し
た
。
ど
ん
な
極
悪
人
、
ど

ん
な
に
弱
い
人
。
そ
ん
な
人

で
も
迎
え
入
れ
る
浄
土
を
作

り
、
そ
こ
に
人
々
を
来
さ
せ

よ
う
と
い
う
誓
い
を
立
て
ら

れ
た
の
で
す
。

▼
知
っ
て
も
ら
う
方
法

④
五
劫
思
惟
之
摂
受

　

重
誓
名
声
聞
十
方

　

そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
浄
土

の
建
設
を
企
画
し
ま
し
た
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
ダ
メ

で
す
。
人
々
が
そ
れ
を
知
ら

な
け
れ
ば
、
こ
の
浄
土
に
来

て
く
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た

ら
人
が
来
て
く
れ
る
か
。
そ

れ
を
法
蔵
菩
薩
は
「
五
劫
」

と
い
う
驚
く
べ
き
長
い
時
間

を
か
け
て
考
え
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
を
救
う
浄
土
を
知

ら
せ
る
た
め
に
、
そ
ん
な
に

長
く
考
え
て
下
さ
っ
た
。

　

あ
り
が
た
い
で
す
。

　

「
商
品
」
も
、
も
と
も
と

は
人
々
の
生
活
を
楽
に
す
る

た
め
、
よ
く
す
る
た
め
に
考

え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
だ
か

ら
人
に
知
ら
せ
る
宣
伝
が
必

要
な
の
で
す
。 

《
続
く
》


