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「
正
信
偈
」
に
つ
い
て
（
第
一
回
） 

 
 

正
信
偈
の
教
え
上 

古
田
和
弘
、
正
信
偈
の
こ
こ
ろ
限
り
な
き
い
の
ち
の
詩 

戸
次
公
正
、
等
に
よ
る 

き
み
ょ
う
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
ら
い 

帰
命
無
量
壽
如
来 

 

無
量
壽
如
来
に
帰
命
し
、 

な 

む 

ふ 
か 
し
ぎ 

こ
う 

南
無
不
可
思
議
光 

 

不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
。  

 
 

 
 

 
 

 

[

意
訳] 

永
遠
の

仏
み
ほ
と
け

よ 

あ
な
た
の
呼
び
声
に
私
は
目
覚
め 

量 は
か

り
し
れ
な
い

壽
い
の
ち

に
立
ち
帰
り 

思
い 

は
か
れ
な
い
光
に

敬
う
や
ま

い
を
捧
げ
ま
す 

親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
に
「
正
信
偈
」
を
掲
げ
ら
れ
る
に
先
だ
っ
て
、

先
ず
「
正
信
偈
」
を
お
作
り
に
な
っ
た
そ
の
お
気
持
ち
を
、「
し
か
れ
ば
大
聖

だ
い
し
ょ
う

の

真
言
に
帰
し
、
大
祖

だ

い

そ

の
解
釈

げ
し
ゃ
く

に
閲
し
て
、
仏 ぶ

っ

恩 と
ん

の
深
遠

じ
ん
の
ん

な
る
を
信
知
し
て
、
正
信

念
仏
偈
を
作
り
て
曰
く
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

「
大
聖
の
真
言
に
帰
し
」
と
あ
る
の
は
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
真
の
お
言
葉
を
依

り
処
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
釈
尊
は
、
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経

を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
お
経
の
な
か
で
、
阿
弥
陀
如
来
が
す
べ

て
の
人
を
救
い
た
い
と
願
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
弥
陀
の
本
願
の
こ
と
を
お
し
え
ら

れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
大
聖
の
真
言
、
つ
ま
り
釈
尊
の
真
の
お
言
葉
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
「
正
信
偈
」
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
『
仏
説
無

量
寿
経
』
の
教
え
を
依
り
処
と
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

次
の
「
大
祖
の
解
釈

げ
し
ゃ
く

に
閲
し
て
」
と
い
う
の
は
、
印
度
・
中
国
・
日
本
の
三
国

に
出
ら
れ
た
七
人
の
高
僧
が
、
『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
教
え
を
正
し
く
受
け
と
め

ら
れ
た
、
そ
の
解
釈
を
手
が
か
り
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、

『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
の
ご
自
分
の
見
解
を
主
張
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
三
国
の
七
高
僧
の
ご
教
示
を
仰
が
れ
た
の
で
す
。 

親
鸞
聖
人
は
、
ご
自
身
を
見
つ
め
る
の
に
大
変
厳
し
い
眼
を
お
も
ち
で
あ
り
ま
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し
た
。
ご
自
身
を
、
愚
か
で
罪
深
い
凡
夫
で
あ
る
と
見
究
め
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

実
は
、
そ
の
よ
う
な
凡
夫
を
何
と
し
て
も
助
け
た
い
と
い
う
の
が
、
『
仏
説
無
量

寿
経
』
に
説
き
示
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、

こ
の
よ
う
な
『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
教
え
を
依
り
処
と
し
、
ま
た
、
こ
の
お
経
の

教
え
に
つ
い
て
の
大
先
輩
が
た
の
ご
解
釈
に
よ
っ
て
、
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
恩
徳

が
ま
こ
と
に
深
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
お
ら
れ
る
の

で
す
。
そ
の
こ
と
を
「
仏 ぶ

っ

恩 と
ん

の
深
遠

じ
ん
の
ん

な
る
を
信
知
し
て
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
自
ら
信
ず
る
と
と
も
に
、
人
に
も
教
え
て
物
の
恩
の
深
い
こ
と

を
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
「
正
信
偈
」
を
お
作
り
に
な
っ
た
の
で
す
。 

『
帰
命
』 

南
無
と
い
う
は
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
阿
弥

陀
仏
と
言
う
は
そ
の
行
な
り
。
（
御
文
五-
十
三
）
（
帰
命
と
は
、
仏
が
誓
い
を
立

て
て
、
そ
れ
を
回 め

ぐ

ら
し
、
さ
し
む
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
願
い
の
行
を
阿

弥
陀
仏
と
い
う
の
で
す
） 

『
南
無
』 

南
無
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ナ
モ
・
ナ
マ
ス
を
漢
字
で
音
写
し
て

原
音
の
響
き
を
伝
え
様
と
す
る
も
の
。
た
と
え
ば
イ
ン
ド
を
印
度
と
音
写
す
る
様

な
も
の
。 

南
無
は
、
「
私
は
帰
依
し
ま
す
。
敬
い
を
捧
げ
ま
す
」
と
い
う
意
味

で
す
。
蓮
如
は
「
た
の
む
」
と
説
明
し
ま
す
が
そ
れ
は
当
て
に
し
た
り
、
依
頼
す

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
を
投
げ
出
し
て
お
ま
か
せ
す
る
と
い
う
意
味

な
の
で
す
。 

『
無
量
寿
如
来
』 

阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ア
ミ
タ
ー

ユ
ス
を
音
写
し
て
阿
弥
陀
と
い
い
、
そ
の
意
味
は
無
量
寿
＝
量
り
知
れ
な
い

寿
い
の
ち

、

は
て
し
な
い
い
の
ち
で
あ
る
一
如
の
世
界
（
色
も
形
も
な
い
け
れ
ど
、
た
し
か
に

あ
る
世
界
）
か
ら
現
わ
れ
、
私
た
ち
の
現
実
に
ま
で
や
っ
て
来
た
人
な
の
で
「
如

来
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
永
遠
の

仏
み
ほ
と
け

と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。 

『
不
可
思
議
光
』 

人
間
の
思
慮
・
分
別
で
は
計
る
こ
と
の
で
き
な
い
光
の
こ
と

で
す
。
あ
れ
こ
れ
と
迷
っ
て
い
る
私
た
ち
の
心
の
闇
が
晴
れ
た
時
に
、
目
の
前
が

パ
ッ
と
明
る
く
な
る
よ
う
な
光
で
す
。
だ
か
ら
迷
う
こ
と
も
大
事
で
す
。
問
題
は

何
に
迷
っ
て
い
る
か
に
気
付
く
こ
と
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

 
 

 
 


