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正
信
偈

し
ょ
う
し
ん
げ

の
は
な
し 

第
十
三
話 

 

印い
ん

度ど

西さ
い

天て
ん

之し

論ろ
ん

家げ 

中
ち
ゅ
う

夏か

日じ
ち

域い
き

之し

高こ
う

僧そ
う 

（
印
度
西
天
の
論
家
、
中
夏
（
中
国
）・

日
域
（
日
本
）
の
高
僧
） 

 

顕け
ん

大だ
い

聖
し
ょ
う

興こ
う

世せ

正
し
ょ
う

意い 

明
み
ょ
う

如に
ょ

来ら
い

本ほ
ん

誓ぜ
い

応
お
う

機き 

（
大
聖
（
釈
尊
）
興
世
の
正
意
を
顕
し
、

如
来
の
本
誓
、
機
に
応
ぜ
る
こ
と
を
明

か
す
） 

 

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

楞
り
ょ
う

伽が

山せ
ん 

為い

衆
し
ゅ
う

告
ご
う

命
み
ょ
う

南
な
ん

天て
ん

竺じ
く 

（
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た

め
に
告
命
し
た
ま
は
く
、
南
天
竺{

南

印
度}

に
） 

 

龍
り
ょ
う

樹じ
ゅ

大だ
い

士じ

出
し
ゅ
っ

於と

世せ 

悉し
つ

能の
う

摧ざ
い

破は

有う

無む

見け
ん 

（
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、
こ
と
ご
と
く

よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

（
中
面
に
続
く
） 

 

祠
堂
永
代
経 

勤
修 

 

左
記
の
と
お
り
今
年
度
の
祠
堂
永
代
経
お
勤
め
い
た
し
ま
す 

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ 

 

お
つ
と
め
の
時
間 

八

月

二
十
五
日(

日
）
午
後
二
時
～ 

 
 

二
十
六
日(

月
）
午
前
九
時
半
～ 

 
 
 
 

 
  

 

布
教
使 

麻
生 

尚
子 
師 

高
岡
市
伏
木
浄
光
寺
衆
徒 

 

西
谷
山 
西 

照 

寺 
  

こ
の
仏
事
は
、ご
先
祖
を
大
切
に
し
の
ぶ
皆
様
の
御
懇
志
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
ま
す
。 

西
照
寺
郵
便
振
替
口
座
な
ど
ご
利
用
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。 

 



［
意
訳
］
「
イ
ン
ド
に
出
ら
れ
た
論
家
（
龍
樹

り
ゅ
う
じ
ゅ

・
天て

ん

親じ
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

）
が
た
、
中
国

（
曇
鸞

ど
ん
ら
ん

・
道
綽

ど
う
し
ゃ
く

・
善
導

ぜ
ん
ど
う

）、
日
本
（
源
信

げ
ん
し
ん

・
源げ

ん

空く
う

）
の
高
僧
が
た
は
、
お
釈

迦
様
（
大
聖
・
釈
尊
）
が
こ
の
世
に
出
ら
れ
た
本
意
（
正
意
）
を
あ
ら
わ

し
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
（
本
誓
）
は
末
世
の
私
の
た
め
の
も
の
だ
と
明
ら

か
に
さ
れ
た
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
イ
ン
ド
の
楞
伽
山

り
ょ
う
が
せ
ん

に
お
い
て
、
多
く
の

人
々
の
た
め
に
予
告
さ
ら
れ
た
。
南
イ
ン
ド
（
南
天
竺

な
ん
て
ん
じ
く

）
に
、
龍
樹
菩
薩

（
大
士

だ
い
じ

）
と
い
う
お
方
が
世
に
で
ら
れ
て
、「
有
無
の
見
」
を
こ
と
ご
と
く
う

ち
破
る
（
摧
破

ざ
い
は

）
と
。」 

 

七 し
ち 

高 こ
う 

僧 そ
う 

 

こ
こ
か
ら
は
「
依
釈
段

え
し
ゃ
く
だ
ん

」
と
い
わ
れ
る
正
信
偈
の
後
半
部
分
で
す
。 

釈
尊
入
滅
の
後
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
歴
史
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
念
仏
の
お
心
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七
人
の
高
僧
が
た
の
お
徳
を

讃
嘆
し
、
そ
の
解
釈
の
要
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

七
人
の
高
僧
が
た
は
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
ら
れ
た
目
的
は
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
を
お
説
き
下
さ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
顕

あ
き
ら

か
に
し
て
く
だ
っ
た
。
親し

ん

鸞ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

は
そ
う
い
た
だ
い
て
お
ら
れ
ま
す
。 

別
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
阿
弥
陀
如
来
が
我
々
す
べ
て
を
救
う
た
め
に
、

釈
尊
を
こ
の
世
に
送
り
出
さ
れ
た
と
も
い
た
だ
け
ま
す
。 

経
き
ょ
う 

論 ろ
ん 

釈
し
ゃ
く 

佛
教
の
書
物
は
、
釈
尊
の
教
え
が
書
か
れ
た「
経
」。
イ
ン
ド
の
代
表
的
な
お
弟
子

(

菩
薩)

が
、「
経
」の
解
釈
説
明
を
書
い
た「
論
」。
そ
し
て
、
中
国
や
日
本
の
高
僧
で

「
経
」と「
論
」を
解
釈
説
明
し
た「
釈
」、
と
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
論
を
書
い
た

人
を
論
家
、
釈
を
書
い
た
人
を
釈
家
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
告 ご

う

命
み
ょ
う 

七
高
僧
の
中
で
最
初
に
出
て
く
る
の
が
、
論
家
の
龍
樹
菩
薩
で
す(

一
五
〇
～
二

五
〇
年
頃)

。
八
宗
（倶
舎

ぐ

し

ゃ

、
成

じ
ょ
う

実じ
つ

、
律り

つ

、
法
相

ほ
っ
そ
う

、
三
論

さ
ん
ろ
ん

、
華
厳

け

ご

ん

、
天
台

て
ん
だ
い

、
真
言

し
ん
ご
ん

の
各

宗
）の
祖
師
と
仰
が
れ
、
第
二
の
釈
尊
と
讃
え
ら
れ
た
方
で
す
。
浄
土
真
宗
に
お
い

て
も
祖
師
の
第
一
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

釈
尊
は
、
楞
伽
仙

り
ょ
う
が
せ
ん

（現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
）と
い
う
山
で
説
法
さ
れ
た
と
き
、
聴
衆

に
向
か
っ
て
重
要
な
告ご

う

命
み
ょ
う

（予
言
）を
さ
れ
ま
し
た
。
後
の
世
、
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
と

い
う
私
の
後
を
正
当
に
継
い
で
く
れ
る
菩
薩
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
有
」と

か「
無
」と
か
、
誤
っ
た
見
方
への
と
ら
わ
れ
を
、
こ
と
ご
と
く
砕く

だ

き
破
る
で
あ
ろ
う

と
。 実

は
、
こ
の
お
話
は
、『
入

に
ゅ
う

楞
伽
経

り
ょ
う
が
き
ょ
う

』に
出
て
き
ま
す
が
、
龍
樹
が
入
滅
し
た
後
の

紀
元
四
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
様
在
世
当
時
こ
の
こ
と
は

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
い
か
に
偉
大
な
方
で
あ
っ 



た
か
を
、
釈
尊
の
予
言
話
し
に
よ
っ
て
、
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
ま

す
。 

 
有
無

う

む

の
見 け

ん 

｢

有う

の
見け

ん｣

と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
永
遠
不
変
の
実
態
が
あ
る
と
固
執

し
、
人
は
死
ん
で
も
霊
魂
な
ど
何
か
の
形
で
残
る
と
す
る
見
方
で
す
。
こ
れ
と
は
反

対
に「
無む

の
見け

ん

」と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
や
が
て
消
え
て
な
く
な
り
、
何
も
残

ら
な
い
、
人
は
死
ね
ば
無
に
な
る
と
い
う
見
方
で
す
。 

こ
の
両
方
が
間
違
っ
て
い
る
。
釈
尊
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は「
縁
起
の
道
理
」に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
因
と
か
縁
、
数
限
り
な
い
条
件
が
集
ま
っ
て
仮
に

こ
の
よ
う
な
形
（果
）に
な
っ
て
い
る
。
条
件
が
変
わ
れ
ば
ま
た
違
う
形
（果
）に
な
っ
て

い
く
。
何
か
固
定
不
変
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
か
と
い
っ
て
、
何
も
無
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
因
縁
に
よ
っ
て
仮
に
和
合
し
形
と
な
る
が
、
因
縁
に
よ
っ
て
ま
た
消

滅
変
化
し
て
い
く
、「
因
縁

い
ん
ね
ん

仮
和
合

け

わ

ご

う

」の
存
在
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
私
達
は
、
確
か
な
存
在
と
し
て
私
が
い
る
。
こ
れ
は
私
の
命
で
、
私
の
も

の
（所
有
物
）で
あ
る
と
い
う「
自
我
」を
持
っ
て
い
ま
す
。 

仏
の
智
慧
を｢

平
等
智｣

、
人
間
の
智
慧
を「
分
別
智
」と
い
い
ま
す
が
、 

そ
う
す
る
と
、
分
別
智
に
生
き
る
と
は
、
損
か
得
か
、
好
き
か
嫌
い
か
、
有
る
か

無
い
か
、
対
象
（物
事
）を
分
別
し
て
、
自
分
に
都
合
の
良
い
方
に
執
着
し
、
そ
れ
が 

満
た
さ
れ
た
こ
と
が
幸
せ
だ
と
追
い
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

「
い
の
ち
の
道
理
」（縁
起
）か
ら
ず
れ
て
い
る
た
め
に
、
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
ら

ず
（最
終
的
に
は
死
で
あ
る
）、
苦
し
み
や
不
安
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は「
い
の
ち
の
道
理
」（平
等
智
の
世
界
、
根
源
的
い
の
ち
）か
ら
の
、「
目
覚
め

て
く
れ
よ
」と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
釈
尊
は
気
づ
き
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。 こ

れ
は「
私
の
命
」（私
の
所
有
物
）で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
私
は
確
か
に
い
ま
す
。

し
か
し
、
事
実
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
造
っ
た
も
の
は
何
一
つ
あ
り
ま
せ

ん
。
私
の
意
思
で
こ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
動
植
物
の

命
を
取
っ
て
こ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
。
大
自
然
の
め
ぐ
み
、
心
臓
一
つ
自
分
の

意
思
で
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
、
無
限
な

る
大
い
な
る
も
の
に
よ
っ
て「
生
か
さ
れ
て
い
る
」と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
が
私
の

命
の
事
実
で
す
。 

私
達
の
日
常
生
活
の
中
で
も
、
皆
さ
ん
や
さ
ま
ざ
ま
の
は
た
ら
き
、
支
え
に
よ
っ

て
、「
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
」「
お
か
げ
さ
ま
で
す
」と
、
御
恩
や
感
謝
を
申
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
で
す
が
そ
こ
に
は
、
私
が「
生
か
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
、
私
の
自
我
（存

在
）が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
仮
に
集
ま
っ
て
こ
う
い

う
形
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
私
だ
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
来
は「
無
我
（私
と
い 



う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
）
」
で
あ
る
と
も
、
釈
尊
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
龍
樹
は
、
自
己
と
い
う
存
在
（
自
性
）
は
も
と

も
と
無
い
。「
無
自
性
」
で
あ
る
。
本
来
は「
空く

う

（
ゼ
ロ
）
」
で
あ
る
。「
縁
起

え

ん

ぎ

・

無
自
性

む

じ

し

ょ
う

・
空く

う

」
と
押
さ
え
直
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
こ
の
こ
と
に
、
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
私
の
命
の
根
源
的
問
題
の
解
決

に
繋
が
る
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

（
文
責 

前
住
職
）  

  

西
照
寺「
鐘
楼
堂
」
修
復
に
つ
い
て
の
ご
報
告 

 

西
照
寺
の
鐘
楼
堂
と
本
堂
は
、
文
化
財
保
護
法
で
規
定
さ
れ
た
「
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
」(

吉
久
町
並
み
保
存)

と
し
て
、
国
選
定
の
特
定
物
件

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

鐘
楼
堂
修
復
に
当
た
り
ま
し
て
も
、
す
で
に
八
割
の
補
助
金
を
い
た
だ
く
こ

と
も
内
定
し
て
お
り
ま
す
。 

二
割
は
こ
ち
ら
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
昨
年
西
照
寺

総
代
・
役
員
会
了
承
の
も
と
、
皆
様
に
ご
懇
志
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
日
ま
で
、
百
三
十
五
万
円
余
り
の
ご
懇
志
を
賜
り
ま
し
た
。 

こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

「
保
存
地
区
の
規
定
」
に
対
応
で
き
る
施
工
業
者
の
方
に
も
、
す
で
に
前
金
を

支
払
い
済
み
で
す
。
い
つ
で
も
工
事
に
入
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
ご
承
知
の
通
り
今
年
一
月
一
日
の
能
登
半
島
地
震
で
す
。
施
工

業
者
の
方
も
多
数
の
仕
事
を
抱
え
込
ん
で
苦
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
工
事

関
係
者
の
皆
様
に
は
、
な
ん
と
か
来
年
度
中
に
は
完
了
し
た
い
と
、
施
工
順
番

の
調
整
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

工
事
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ご
心
配
の
声
も
多
数
お
聞
き
し

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
御
座
い
ま
す
の
で
、
い
ま
し
ば
ら
く
猶
予
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

  

 

               


