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親
鸞
聖
人
の
「
正
信

偈
」
を
読
ん
で
い
ま
す

が
、
今
回
は
ち
ょ
っ
と
お

休
み
し
て
私
が
出
演
し

て
い
る
ラ
ジ
オ
番
組
の

お
知
ら
せ
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

NHK
第
２
放
送
の
「
日
曜

カ
ル
チ
ャ
ー
」

と
い
う
番
組
で

す
。

　

番
組
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に

よ
れ
ば
、
こ
の

番
組
は
「
毎
週

日
曜
、
一
人
の

講
師
が
１
時
間
、

あ
な
た
に
向
け

て
深
く
、
じ
っ

く
り
語
る
、
シ

ン
プ
ル
な
ス
ト

レ
ー
ト
ト
ー
ク

番
組
」
と
い
う
こ
と
。

　

私
の
担
当
は
６
月
で
、

テ
ー
マ
は
「
人
生
に
効
く
古

典
文
学
」
で
す
。
日
曜
の
夜

８
時
か
ら
１
時
間
の
放
送
で

す
。

「
え
、
６
月
っ
て
、
も
う
す

ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
」

　

そ
う
お
思
い
の
方
。
こ
の

番
組
は
ス
マ
ホ
、
携
帯
、
パ

ソ
コ
ン
で
「
聴
き
逃
し
」
が

で
き
、
初
回
の
６
月
１
日
放

送
分
も
、
７
月
27
日
ま
で
お

聴
き
に
な
れ
ま
す
。
NHK
の
ラ

ジ
オ
番
組
の
聴
き
逃
し
は
一

週
間
と
い
う
の
も
多
い
の
で

す
が
、
こ
の
番
組
は
太
っ
腹

で
す
（
笑
）

「
ら
じ
る
ら
じ
る　

安
田
登
」

と
検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
人
生
に
効
く
っ
て

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
も
番
組
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

「
古
典
文
学
に
は
、
現
代
の

私
た
ち
の
悩
み
を
解
決
し
て

く
れ
る
ヒ
ン
ト
が
い
っ
ぱ
い

で
す
！
能
楽
師
の
安
田
登
さ

ん
と
一
緒
に
、
古
今
東
西
の

名
作
を
読
み
な
が
ら
、
生
き

る
ヒ
ン
ト
を
探
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
！
」

　

と
い
う
こ
と
で
「
古
事

記
」・「
平
家
物
語
・
太
平

記
」・「
能
と
世
阿
弥
」・「
和

歌
」・「
俳
諧
」
の
古
典
を
紹

介
し
な
が
ら
お
話
を
し
て
い

ま
す
。
本
紙
で
は
、
各
回
に

つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
▼
古
事
記

　

初
回
は
『
古
事
記
』
で
す
。

タ
イ
ト
ル
は
《『
古
事
記
』

と
世
界
の
冥
界
下
り
》。

　

タ
イ
ト
ル
の
通
り
、『
古

事
記
』
だ
け
で
な
く
、
世
界

中
の
冥
界
下
り
の
お
話
も
し

て
い
ま
す
。

　

『
古
事
記
』
は
、
日
本
語

で
書
か
れ
た
最
初
の
文
章
。

上
・
中
・
下
の
三
巻
で
す
が
、

特
に
面
白
い
の
は
上
巻
の
神

話
の
部
分
。

　

み
な
さ
ま
も
ご
存
知
の
天

岩
戸
神
話
や
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ

チ
、
大
国
主
命
や
因
幡
の
白

兎
の
話
な
ど
が
載
っ
て
い
ま

す
。

　

文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
私
た
ち
の
生
活

は
激
変
し
ま
し
た
。
た
と
え

ば
階
級
社
会
に
な
っ
た
り
、

男
性
社
会
に
な
っ
た
り
と
い

ろ
い
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
は
古

代
の
中
国
の
価
値
観
が
文
字

に
よ
っ
て
日
本
に
定
着
し
た

も
の
で
す
。

　

し
か
し
、『
古
事
記
』
は

文
字
で
最
初
に
書
か
れ
た
も

の
な
の
で
、
文
字
以
前
の
記

憶
が
残
っ
て
い
た
り
す
る
の

で
す
。
そ
れ
を
探
す
の
が

『
古
事
記
』
を
読
む
楽
し
さ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
音
（
お
ん
）
が
な
い

文
字
、
こ
れ
が
面
白
い
。

　

た
と
え
ば
「
海
」
と
い
う

漢
字
は
中
国
か
ら
入
っ
て
き

ま
し
た
。
中
国
で
は
こ
れ
を

「
ハ
イ
（
カ
イ
）」
と
読
ん
で

い
ま
し
た
。
昔
の
日
本
人
は

「
あ
れ
、
こ
れ
っ
て
日
本
に

も
あ
る
《
う
み
》
に
似
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」。
そ
こ

で
「
海
」
に
「
う
み
」
と
い

う
訓
を
付
け
た
の
で
す
。

　

ク
ウ
と
読
ま
れ
て
い
た

「
空
」
に
は
「
そ
ら
」
と
い

う
訓
を
付
け
、
ゲ
ツ
と
読
ま

れ
て
い
た
「
月
」
に
「
つ
き
」

と
い
う
訓
を
付
け
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
も
と
も
と
日
本

に
な
か
っ
た
も
の
に
は
訓
を

付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

た
と
え
ば
「
字
」。
い
ま

は
「
あ
ざ
」
と
も
読
み
ま
す

が
、
こ
れ
は
字
と
は
違
い
ま

す
ね
。
日
本
に
は
字
が
な

か
っ
た
の
で
訓
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

動
詞
で
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
「
感
」。
こ
れ
に
は

訓
が
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
あ
、

日
本
人
は
感
じ
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
あ

り
、
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
。

　

な
に
か
と
て
も
嬉
し
い
こ

と
が
あ
っ
た
場
合
、「
う
れ

し
～
！
」
と
い
う
の
と
「
私

は
喜
び
を
感
じ
ま
す
」
っ
て

ち
ょ
っ
と
違
う
で
し
ょ
。「
感

じ
る
」
は
ち
ょ
っ
と
冷
た
い

と
い
う
か
、
な
ん
か
遠
く
か

ら
見
て
い
る
感
じ
。
日
本
人

は
嬉
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら

「
う
れ
し
～
！
」、
悲
し
い
こ

と
が
あ
っ
た
ら
「
悲
し
い

～
！
」
で
、「
感
じ
る
」
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

純
粋
な
子
ど
も
み
た
い
で

い
い
で
し
ょ
。

　

そ
し
て
、
ラ
ジ
オ
で
扱
っ

た
訓
の
な
い
漢
字
は
「
死
」

で
す
。

　

「
死
」も
訓
が
な
い
で
し
ょ
。

で
は
、
古
代
の
日
本
人
に
は

「
死
」
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

ど
う
も
な
か
っ
た
よ
う
な

の
で
す
。
で
は
「
死
」
を
ど

う
感
じ
て
い
た
の
か
、
そ
れ

は
ど
う
ぞ
ラ
ジ
オ
を
お
聴
き

く
だ
さ
い
。
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ま
た
、
世
界
の
冥
界
下
り

で
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ペ
ル

セ
ポ
ネ
と
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル

の
神
話
を
朗
読
し
て
い
ま

す
。
NHK
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
「
榊
原
有
美
さ
ん
の
朗
読

は
迫
力
満
点
で
す
！
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　
▼
軍
記
物

　

二
回
目
は
軍
記
物
、
特
に

『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』

を
扱
い
ま
す
。

　

こ
の
二
作
品
は
Ｅ
テ
レ

「
100
分
de
名
著
」
で
私
が
講

師
と
朗
読
を
つ
と
め
ま
し
た
。

阿
弥
陀
寺
さ
ん
の
寺
子
屋
な

ど
に
も
よ
く
出
演
す
る
金
沢

霞
さ
ん
の
琵
琶
で
ラ
ジ
オ
で

も
朗
読
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
も
番
組
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
「
琵
琶
師
・
か

す
み
さ
ん
の
演
奏
に
合
わ
せ

て
語
る
「
橋
合
戦
」「
富
士

川
の
合
戦
」「
赤
坂
城
の
戦

い
」
は
大
迫
力
！
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

『
平
家
物
語
』
は
「
祇
園

精
舎
の
鐘
の
声　

諸
行
無
常

の
響
き
あ
り
」
で
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
諸
行

無
常
」、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

は
常
に
移
り
変
わ
る
と
思
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
に

軽
い
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

諸
行
の
「
行
」
は
五
蘊
（
ご

う
ん
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

ひ
と
つ
で
す
。

　

五
蘊
と
は
物
質
界
と
精
神

界
と
を
表
す
も
の
で
「
色
・

受
・
想
・
行
・
識
」
の
五
つ

を
い
い
ま
す
。

　

私
は
よ
く
小
学
校
で
授
業

を
し
ま
す
。

　

私
が
児
童
の
前
に
登
場
す

る
。
児
童
と
し
て
は
、
先
生

と
は
違
う
見
た
こ
と
の
な
い

人
が
突
然
現
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
で
五
蘊
を
説
明
し
ま

し
ょ
う
。

　

ま
ず
「
色
（
し
き
）」、
こ

れ
は
存
在
を
い
い
ま
す
。
児

童
に
と
っ
て
は
「
安
田
登
」

と
い
う
存
在
、
そ
れ
が
「
色
」

で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
に
存
在
が

現
れ
れ
ば
、
必
ず
何
か
感
じ

ま
す
。
こ
の
何
か
の「
感
受
」、

こ
れ
が
五
蘊
の
「
受
」
で
す
。

　

私
は
紋
付
・
袴
姿
で
児
童

の
前
に
行
き
ま
す
。
す
る
と

児
童
は
「
こ
の
人
は
何
を
し

て
い
る
人
だ
ろ
う
」
と
想
像

し
ま
す
。
こ
れ
が
五
蘊
の

「
想
」
で
す
。
先
生
が
「
こ

の
人
は
何
を
し
て
い
る
人
だ

と
思
い
ま
す
か
」
と
聞
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
小
学
生
は

だ
い
た
い
「
落
語
家
～
！
」

と
い
い
ま
す
。

　

す
る
と
先
生
は
「
こ
の
方

は
能
を
し
て
い
ま
す
」
と
言

い
ま
す
。
こ
れ
で
能
楽
師
だ

と
い
う
知
識
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
が
五
蘊
の
「
識
」。

　

彼
ら
が
六
年
生
で
す
と
、

社
会
の
授
業
や
国
語
の
授
業
、

あ
る
い
は
音
楽
の
授
業
で
能

に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合

が
あ
る
。
す
る
と
「
あ
、
あ

の
つ
ま
ら
な
い
や
つ
か
」
と

思
う
。
知
「
識
」
に
よ
っ
て
、

「
想
」
像
が
書
き
換
え
ら
れ

る
の
で
す
。

　

さ
て
、
い
ま
ま
で
「
色
・

受
・
想
・
行
・
識
」
の
「
行
」
以

外
の
四
つ
の
説
明
を
し
て
き

ま
し
た
。
最
後
の
「
行
」
が

諸
行
無
常
の「
行
」な
の
で
す
。

　

私
を
パ
ッ
と
見
た
瞬
間
に

「
何
か
イ
ヤ
だ
な
」
と
思
っ

た
児
童
が
い
る
と
し
ま
し
ょ

う
。
彼
は
私
が
能
楽
師
だ
と

理
解
し
て
も
、
ま
だ
「
何
か

イ
ヤ
だ
な
」
と
思
っ
て
い
る

と
し
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
記
憶
も
な
い
小
さ
い
頃
に

私
の
よ
う
な
顔
の
人
に
叱
ら

れ
た
経
験
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
も
っ
と
昔
、

前
世
に
何
か
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
自
分
で
意
識
で
き

な
い
、
無
意
識
や
さ
ら
に
深

い
集
合
的
無
意
識
、
そ
の
塊

を
「
行
」
と
言
う
の
で
す
。

「
諸
行
無
常
」
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
こ
と
す
ら
変
わ
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
ま
で
の
常
識
も
何
も
か
も

変
わ
る
、
そ
れ
が
『
平
家
物

語
』
の
時
代
で
し
た
。

　

現
代
が
お
そ
ら
く
そ
の
よ

う
な
時
代
で
す
。
Ａ
Ｉ
の
変

化
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
ス

ピ
ー
ド
で
す
。
あ
と
五
年
後
、

い
や
三
年
後
は
想
像
を
絶
す

る
よ
う
な
世
界
に
な
っ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ

『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』

を
読
む
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　
▼
三
、
四
、
五
回

　

お
っ
と
、
書
き
た
い
こ
と

を
書
い
て
い
た
ら
、
も
う
字

数
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
あ
と
三
回
は
簡
単
に

書
き
ま
す
ね
。

　

三
回
目
は
能
で
す
。
タ
イ

ト
ル
は
《
魂
を
鎮
め
る
能
と

世
阿
弥
の
智
慧
（
ち
え
）》

　

現
在
の
『
能
』
が
完
成
し

た
の
は
、
約
六
五
〇
年
前
の

室
町
時
代
、
父
・
観
阿
弥
と

子
・
世
阿
弥
に
よ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ラ
ジ
オ
で
は
、
ま
ず
夢
幻

能
で
あ
る
『
定
家
』
の
物
語

を
紹
介
し
ま
す
。
夢
幻
能
と

い
う
の
は
主
人
公
が
幽
霊
や

神
様
な
ど
の
人
の
目
に
は
見

え
な
い
存
在
で
す
。

　

そ
の
見
え
な
い
存
在
を
、

お
客
さ
ん
に
見
せ
る
の
が
ワ

キ
で
す
。
そ
し
て
、
私
は
能

の
ワ
キ
方
に
属
し
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
幽
霊
が
再
び
こ
の
世

に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、

こ
の
世
に
残
し
た
念（
お
も
）

い
、「
残
念
」
が
あ
る
か
ら

で
す
。
ワ
キ
は
、
シ
テ
の
残

念
を
聴
き
、
そ
の
思
い
を
昇

華
さ
せ
る
と
い
う
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
し
ま

す
。
そ
ん
な
話
を
し
な
が
ら
、

「
ワ
キ
」
と
し
て
の
生
き
方

も
提
案
し
ま
す
。

　

最
後
に
は
、
観
阿
弥
・
世

阿
弥
の
名
言
『
初
心
忘
る
べ

か
ら
ず
』
の
「
初
心
」
と
は

何
か
、「
花
」
と
は
何
か
も

お
話
し
ま
す
。

　

第
四
回
は
和
歌
。
タ
イ
ト

ル
は
《
魔
法
の
言
葉
「
和
歌
」

の
力
》
で
す
。

　

日
本
で
は
千
年
以
上
前
か

ら
、
歌
に
は
特
別
な
力
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
力
は
天
地
を
動
か
し
、

先
祖
の
霊
を
慰
め
、
男
女
の

仲
を
や
わ
ら
げ
る
と
い
い
ま

す
。
そ
ん
な
和
歌
の
魔
法
の

力
を
紹
介
し
な
が
ら
三
大
歌

集
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌

集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の

中
の
「
黒
髪
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
歌
を
よ
み
比
べ
、
柿
本

人
麻
呂
、
小
野
小
町
、
在
原

業
平
、
和
泉
式
部
、
藤
原
定

家
ら
の
代
表
的
な
歌
を
、
声

に
出
し
て
味
わ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
の
第
五
回

は
《
俳
諧
的
生
活
の
す
す

め
》。
俳
諧
の
「
俳
」
と
い

う
の
は
ふ
た
り
で
す
る
お
笑

い
、「
諧
」
は
み
ん
な
で
和

気
あ
い
あ
い
と
す
る
こ
と
。

ど
ん
な
つ
ら
い
人
生
だ
っ
て
、

ユ
ー
モ
ア
と
和
で
読
み
直
し

て
み
よ
う
と
い
う
の
が
「
俳

諧
的
生
活
」
で
す
。

　

松
尾
芭
蕉
と
横
井
也
有
の

句
や
文
章
か
ら
、
そ
の
生
き

方
の
ヒ
ン
ト
を
読
ん
で
い
き

ま
す
。


