
徳
永
一
道

い
の
ち
の
栞

知
恵
と
智
慧
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最
後
の
依
り
ど
こ
ろ

慈じ

光こ
う

は
る
か
に
か
ぶ
ら
し
め
　
ひ
か
り
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
は

法ほ
う

喜き

を
う
と
ぞ
の
べ
た
ま
ふ
　
大だ
い

安あ
ん

慰い

に
帰き

命
み
ょ
う
せ
よ

�

親
鸞
聖
人
『
浄
土
和
讃
』（
国
宝
本
よ
り
）

和
讃
に
自
筆
で
註
釈

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
多
く
の
和わ

讃さ
ん

を
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
七
十
歳

代
後
半
以
後
の
晩
年
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
正し
ょ
う

像ぞ
う

末ま
つ

和
讃
」
に
い
た
っ
て
は
、

「
愚ぐ

禿と
く

親
鸞
八
十
五
歳
書
之
」

の
奥
書
が
あ
り
、
生
涯
に
つ
く
ら
れ
た
和
讃
の
数
は
、
な
ん
と
五
百
数
十
首
を
数
え
る
の
で

あ
る
。

聖
人
の
和
讃
は
、
後
に
文ぶ
ん

明め
い

年
間
に
、
蓮
如
上
人
に
よ
っ
て
「
正し
ょ
う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

」
と
と
も

に
「
三さ
ん

帖じ
ょ
う和
讃
」
と
し
て
開
版
さ
れ
、
広
く
一
般
に
流る

布ふ

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
聖
人
の
和
讃
に
き
わ
め
て
特
徴
的
な
も
の
は
、「
ご
左さ

訓く
ん

」
あ
る
い
は
「
お
左ひ
だ
り仮が

名な

」
と
通
称
さ
れ
る
一
種
の
語
義
・
註
釈
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
人
独
特
の
奥
深
い
法
義
の

理
解
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

広
く
一
般
に
流
布
し
た
、
い
わ
ゆ
る
文
明
版
和
讃
は
版
木
印
刷
と
い
う
制
約
が
あ
っ
て
、
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だ
い
あ
ん
い
は
み
だ
の
み
な
な
り　

一
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
の
よ
ろ
づ
の
な
げ
き

う
れ
え
わ
る
き
こ
と
を
み
な
う
し
な
ふ
て
や
す
く
や
す
か
ら
し
む

と
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
名
号
は
、「
一
切
衆
生
」
す
な
わ
ち
「
こ
の
私
」
の
悲
し
み
や
歎な
げ

き
を
除
い
て
く
だ
さ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
享う

け
た
限
り
は
、
自
ら
の
人
生
に
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い

「
歎
き
」
や
「
憂
い
」
や
「
悪
」
の
た
だ
中
に
身
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
如
来

の
大
悲
の
象
徴
で
あ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
は
、
そ
れ
を
超
え
て
こ
の
私
に
は
た
ら

き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
大
悲
の
は
た
ら
き
を
知
ら
さ
れ
る
時
、
そ
れ
が
煩
惱
の
た
だ
中
に
生
き
て
い
か
ざ
る

原
本
の
左
訓
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
高
田
派
専せ

ん

修じ
ゅ

寺じ

に
伝
え
ら
れ
た
通
称
「
国
宝

本
」
の
和
讃
に
は
、
聖
人
の
付
さ
れ
た
左
訓
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と

は
、
和
讃
の
本
文
は
門
弟
に
書
写
さ
せ
て
、
左
訓
は
ご
自
身
の
手
で
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の

が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
ご
和
讃
に
付
け
ら
れ
た
興
味
深
い
、
ま
た
法
義
の
核
心
を
つ
く
よ
う
な
ご
左

訓
を
紹
介
し
て
、
聖
人
の
意
図
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

憂
い
や
悪
を
超
え
て

今
回
の
和
讃
は
「
讃さ
ん

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

偈げ

和
讃
」
の
一
首
で
、
こ
の
「
大
安
慰
」
と
い
う
語
に
付

さ
れ
た
左
訓
（
原
文
は
片
仮
名
）
に
は
、


