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私
の
全
存
在
か
け
て
聞
く

経
き
ょ
う

教
き
ょ
う
は
こ
れ
を
喩た
と

ふ
る
に
鏡
か
が
み
の
ご
と
し
。

し
ば
し
ば
読よ

み
し
ば
し
ば
尋た
ず

ぬ
れ
ば
、

智ち

慧え

を
開か
い

発は
つ

す
。�

善
導
大
師
『
観
経
疏
』
序
分
義

表
も
裏
も
な
い

経
典
と
向
き
あ
っ
て
、
直
接
そ
の
深
い
経
意
を
う
か
が
う
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

経
典
を
読
み
進
め
る
に
は
方
向
づ
け
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
高
僧
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た
論
と
か
釈
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

今
回
の
ご
文も
ん

は
、『
仏ぶ
っ

説せ
つ

観か
ん

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う（

観か
ん

経ぎ
ょ
う）』
を
註
釈
さ
れ
た
善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

の
お
言
葉

で
す
。

『
観
経
』
に
は
、
極
楽
国
土
に
往
生
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
行ぎ
ょ
う

業ご
う

が
説
か
れ
、
そ
の
一

つ
に
「
読ど
く

誦じ
ゅ

大だ
い

乗じ
ょ
う」、

す
な
わ
ち
大
乗
経
典
を
読
む
と
い
う
実
践
行
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の

四
文
字
を
説
明
さ
れ
た
の
が
こ
の
ご
文
で
す
。

「
経
教
」
は
経
典
と
、
説
か
れ
て
い
る
教
え
を
さ
し
ま
す
。
そ
れ
が
鏡
に
喩た
と

え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

鏡
の
喩
え
で
浮
か
ぶ
の
が
『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
初
め
に
、
釈
尊
の
お
姿
を
「
明
浄
な
る

鏡
の
影
、
表
裏
に
暢と
お

る
が
ご
と
し
」
と
示
さ
れ
た
ご
文
で
す
。
明
ら
か
な
鏡
に
映
る
像
は
、



私の全存在かけて聞く

7 6

自
と
他
が
一
如
に

「
し
ば
し
ば
読
み
し
ば
し
ば
尋
ぬ
れ
ば
」
に
大
切
な
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
読
む
」
か
ら
「
尋
ね
る
」
と
い
う
深
ま
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。「
尋
ね
る
」

に
は
、
私
の
全
存
在
を
か
け
て
聞
い
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
滲に
じ

み
出
て
い
る
の
で
す
。「
読

む
」
に
も
そ
う
い
う
こ
こ
ろ
は
潜
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す
が
、「
尋
ね
る
」
は
、
そ
れ
が
よ

り
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
よ
う
で
す
。
経
典
の
真
意
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

尋
ね
る
と
い
う
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

最
後
は
、「
智ち

慧え

を
開
発
す
」。

私
た
ち
は
、
自
と
他
を
区
別
し
、
そ
の
間
に
距
離
を
お
い
て
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

経
典
を
読
み
尋
ね
て
い
く
な
ら
、
他
の
中
に
自
己
、
自
己
の
中
に
他
を
と
い
う
自じ

他た

一い
ち

如に
ょ

の

表
面
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
美
し
く
輝
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
譬
喩
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
釈
尊
の
お
姿
を
あ
ら
わ
し
え
な
か
っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。

釈
尊
が
光
で
表
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
光
を
通
し
て
釈
尊
に
お
会
い
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
鏡
の
影
が
表
裏
に
暢
る
と
い
う
言
葉
に
、
仏
さ
ま
は
、
内
も
外
も
輝
い
て
お
ら
れ

る
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
表
も
裏
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

善
導
大
師
は
「
仏
身
は
円
満
に
し
て
背は

い

相そ
う

な
し
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
凡ぼ
ん

夫ぶ

に
は
、
表
も
裏
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
清
ら
か
な
こ
こ
ろ
は
も
ち
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。


