
罪
と
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悔

𠮷

田

実

盛

は
じ
め
に

今
回
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ
」
に
人
間
の
罪
悪
感
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
面
か
ら

迫
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
宗
教
教
誨
師(1)と
し
て
刑
務
所
の
収
容
者
と
対
話
し
、
宗
教
的
情
操
に
よ
っ
て
心
の
安
定
を
は
か
り
、
人
生
へ
の
希
望
を
見
出
そ

う
と
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
収
容
者
は
自
分
の
罪
を
意
識
し
吐
露
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
車
を
運
転
中
、
過
失
で
人
を

轢
き
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
ん
な
に
罪
を
償
お
う
と
思
っ
て
も
、
死
ん
だ
人
の
命
は
戻
ら
な
い
。
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
」
と
。
そ
し
て
、「
相
手
の
人
の
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
が
ど
う
し
て
の
う
の
う
と
生
き
て
い
け
る
の
だ
ろ
う

か
？

生
き
て
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
考
え
る
人
も
い
る
。
こ
の
人
に
ど
う
話
す
の
か
、
そ
れ
で
も
生
き
て
い
く
と
い
う
理
論

を
ど
う
構
築
し
て
い
く
の
か
。
こ
の
よ
う
な
罪
悪
感
を
考
究
す
る
根
底
に
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
命
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
で
、
本
研
究
を
罪
悪
を
み
つ
め
告
白
反
省
す
る
考
え
方
を
整
理
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。
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一
、
懺
悔
思
想
の
深
化

1
、
戒
律
と
告
悔

ま
ず
、『
四
分
律
』
に
よ
っ
て
三
毒
と
さ
れ
る
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
の
う
ち
、
罪
を
愚
痴
に
当
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
そ
の
罪

を
ど
う
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。

二
種
の
痴
あ
り
、
一
に
は
犯
罪
、
二
に
は
不
見
罪
、
こ
れ
を
二
種
の
痴
と
為
す
。
ま
た
二
種
の
智
あ
り
。
一
に
は
不
犯
罪
、
二
に

は
見
犯
罪
、
こ
れ
を
二
種
の
智
と
な
す
。
ま
た
二
種
の
痴
あ
り
。
一
に
は
不
見
犯
罪
、
二
に
は
見
犯
罪
不
如
法
懺
悔
。
こ
れ
を
二

種
の
痴
と
な
す
。
ま
た
二
種
の
智
あ
り
。
一
に
見
犯
罪
、
二
に
は
見
罪
能
如
法
懺
悔
。
こ
れ
を
二
種
の
智
と
な
す
。
ま
た
二
種
の

痴
あ
り
。
一
に
見
罪
不
如
法
懺
悔
。
二
に
は
如
法
懺
悔
彼
不
受
。
ま
た
二
種
の
智
あ
り
。
一
に
は
見
罪
如
法
懺
悔
、
二
に
は
如
法

懺
悔
彼
受
。
こ
れ
を
二
種
の
智
と
な
す(2)。

と
い
う
。
痴
は
罪
を
犯
す
こ
と
と
犯
し
た
罪
を
見
な
い
（
認
識
し
な
い
）
こ
と
だ
と
い
い
、
智
は
そ
の
逆
で
罪
を
犯
さ
な
い
こ
と
と
犯

し
て
も
そ
れ
を
見
る
（
認
識
す
る
）
こ
と
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
犯
罪
を
認
識
し
な
い
こ
と
と
認
識
し
て
も
懺
悔
し
な
い
こ
と
の
二
種
の

痴
と
そ
の
逆
の
犯
罪
を
認
識
し
、
如
法
に
懺
悔
す
る
の
を
二
種
の
智
と
す
る
。
ま
た
、
罪
を
認
識
し
て
も
如
法
に
懺
悔
し
な
い
こ
と
と

如
法
に
懺
悔
し
て
も
そ
れ
を
認
識
し
な
い
こ
と
を
二
種
の
痴
と
し
、
そ
の
逆
の
罪
を
認
識
し
如
法
に
懺
悔
し
、
そ
の
懺
悔
を
認
識
す
る

の
を
二
種
の
智
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
『
四
分
律
』
で
も
他
の
箇
所
で
は
、

三
種
の
痴
あ
り
、
一
に
は
犯
罪
、
二
に
は
不
見
罪
、
三
に
は
見
罪
不
如
法
懺
悔
、
こ
れ
を
三
種
の
痴
と
な
す
。
三
種
の
智
慧
あ
り
。

一
に
は
不
犯
罪
、
二
に
は
犯
罪
能
見
、
三
に
は
見
罪
能
懺
悔
。
三
種
の
痴
あ
り
。
一
に
は
犯
罪
不
見
、
二
に
は
見
犯
罪
不
懺
悔
、

三
に
は
不
如
法
懺
悔
彼
不
受
。
三
種
の
智
慧
あ
り
。
上
の
句
に
反
す
る
も
の
是
な
り(3)。
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と
い
い
、
罪
を
犯
す
、
犯
し
た
罪
を
認
識
し
な
い
、
認
識
し
て
も
懺
悔
し
な
い
と
い
う
三
種
と
、
罪
を
認
識
し
な
い
、
認
識
し
て
も
懺

悔
し
な
い
、
そ
し
て
そ
の
懺
悔
を
認
識
し
な
い
と
い
う
三
種
も
あ
る
と
進
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
罪
の
意
識
が
整
わ
な
い
こ
と
が
痴
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
克
服
す
る
道
は
戒
・
定
・
慧
の
三
学
と
な
る
。
同
じ
『
四
分
律
』
で
は
、

三
学
あ
り
、
増
戒
学
・
増
心
学
・
増
慧
学
な
り
。
何
等
か
増
戒
学
な
る
。
も
し
比
丘
、
戒
を
尊
重
し
、
戒
を
も
っ
て
主
と
為
し
、

定
を
重
ん
じ
ず
、
定
を
も
っ
て
主
と
為
さ
ず
、
慧
を
重
ん
じ
ず
、
慧
を
も
っ
て
主
と
為
さ
ず
。
彼
こ
の
戒
に
お
い
て
、
も
し
軽
を

犯
さ
ば
懺
悔
せ
よ
。
何
を
も
っ
て
の
故
に
。
こ
の
中
、
破
器
破
石
の
如
く
な
ら
ざ
ら
ん
が
（
た
め
の
）
故
に
。
も
し
こ
の
戒
を
重

ん
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
堅
持
し
、
善
く
こ
の
戒
に
住
す
べ
し
。
応
親
近
行
・
不
毀
闕
行
・
不
染
汚
行
な
り
。
常
に
是
の
如

く
修
習
せ
よ
。
彼
下
の
五
使
を
断
じ
、
上
の
涅
槃
に
お
い
て
ま
た
此
に
還
ら
ず
。
も
し
比
丘
、
戒
、
定
、
慧
を
重
ん
ぜ
ば
、
彼
の

漏
尽
き
て
無
漏
心
を
得
、
解
脱
・
慧
解
脱
し
、
現
在
前
に
お
い
て
自
ら
得
証
し
、
我
生
已
尽
・
梵
行
已
立
・
所
作
已
弁
・
不
復
還

は
此
と
知
る
。
満
足
行
者
は
具
満
成
就
し
、
不
満
足
行
者
は
不
満
足
成
就
を
得
。
我
こ
の
戒
を
説
く
に
唐
捐
あ
る
こ
と
な
し(4)。

と
い
い
、
戒
だ
け
し
か
重
ん
じ
な
い
者
で
軽
戒
犯
の
者
は
懺
悔
す
れ
ば
よ
い
。
戒
を
重
ん
ず
れ
ば
五
つ
の
煩
悩
を
断
じ
て
阿
羅
漢
果
を

悟
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
戒
・
定
・
慧
を
重
ん
じ
た
な
ら
ば
無
漏
の
心
を
起
し
、
解
脱
し
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

戒
を
破
っ
た
者
は
懺
悔
し
、
戒
を
守
る
よ
う
に
な
り
、
定
か
ら
慧
に
進
み
、
解
脱
を
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
懺
悔
は
そ
の
第

一
段
階
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

で
は
懺
悔
せ
よ
と
い
う
そ
の
具
体
的
な
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
の
仏
教
教
団
で
の
罪
の
告
白
に
関

す
る
規
定
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る(5)。

①
布
薩
：
同
一
地
域
内
に
住
む
比
丘
た
ち
が
半
月
ご
と
に
集
会
を
開
い
て
そ
の
期
間
の
行
為
を
反
省
し
、
罪
が
あ
れ
ば
告
白
す
る

こ
と
。
そ
の
際
、
必
ず
戒
律
の
条
文
を
全
員
で
読
誦
す
る
。

②
自
恣
：
雨
安
居
の
最
終
日
に
行
わ
れ
る
儀
式
で
、
安
居
中
に
戒
律
に
触
れ
る
よ
う
な
行
為
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
懺
悔
す
る
こ
と
を

109

罪と懺悔（𠮷田実盛）



い
う
。
こ
れ
は
布
薩
と
同
じ
く
、
病
気
の
場
合
を
除
い
て
欠
席
が
認
め
ら
れ
な
い
。
特
に
い
っ
し
ょ
に
過
ご
し
た
教
団

の
仲
間
か
ら
の
報
告
ま
で
指
摘
さ
れ
る
。

③
羯
磨
：
戒
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
日
常
犯
し
た
罪
を
告
白
懺
悔
す
る
こ
と
を
い
う
。
懺
悔
に
は
一
人
で
心
に
思
い
、
口
で
唱

え
た
り
、
二
、
三
人
の
前
ま
た
は
四
人
以
上
の
前
で
行
う
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
。
特
に
四
人
以

上
の
前
で
行
え
ば
、
正
式
に
教
団
に
対
し
て
懺
悔
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
自
ら
の
罪
が
あ
れ
ば
告
白
懺
悔
す
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
の
罪
は
本
人
の
自
覚
に
基
づ
い
た
罪
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
厳
し
い
眼
が
必
要
で
あ
っ
て
自
分
が
き
ま
り
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
思
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
罪
の
意

識
が
な
い
場
合
に
は
懺
悔
す
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
、
罪
が
な
い
者
は
黙
っ
て
い
る
こ
と
で
清
浄
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
自

ら
が
戒
を
犯
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2
、
自
己
内
省
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

罪
悪
と
は
何
か
に
つ
い
て
辞
書
に
よ
れ
ば
「
身
口
意
の
三
業
に
渉
り
総
て
理
に
背
く
も
の(6)」
「
仏
教
で
は
心
性
は
本
来
清
浄
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
汚
す
も
の
と
し
て
貪
欲
・
憎
悪
・
迷
妄
の
三
毒
を
あ
げ
、
古
く
は
こ
れ
を
罪
、
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
呼
ん
だ
。

『
方
便
善
巧
経
』
に
は
菩
薩
に
と
っ
て
二
つ
の
極
悪
な
罪
と
は
憎
悪
と
迷
妄
で
あ
る
と
い
う
。
比
丘
に
と
っ
て
の
罪
は
、
過
失
に
よ
っ

て
落
ち
る
、
つ
ま
り
戒
律
を
破
る
こ
と
で
あ
る
。
増
支
部
経
典
な
ど
に
は
身
・
口
・
意
の
三
業
に
よ
る
悪
行
に
よ
っ
て
来
世
に
は
悪
処

に
堕
す
る
と
説
明
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
罪
報
に
お
い
て
恐
れ
を
見
る
習
性
を
造
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
の
罪
報
か
ら
解
放
さ
れ
る
、

と
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
で
は
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
罪
を
犯
し
、
悪
に
征
服
さ
れ
、
破
砕
さ
れ
つ
く
し
て
、
死
の
危
機
に
直

面
し
苦
悩
す
る
人
間
は
、
そ
こ
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
罪
を
観
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
罪
や
恐
れ
は
人
間
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
解
決
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
唯
、
諸
仏
に
絶
対
的
に
帰
命
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
摂
受
さ
れ
る
。
罪
に
お
の
の
く
自
己
意
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識
を
全
く
無
に
す
る
状
態
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
罪
の
恐
れ
は
消
え
る
と
い
う
立
場
を
大
乗
の
修
行
は
打
ち
出
し
た
の
で
あ

る
」
と
あ
る(7)。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
が
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
り
、
そ
の
罪
や
恐
れ
の
克
服
は
人
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
仏
へ
の
絶
対
的
帰
依
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
た
各
祖
師
に
は
、
自
己
存
在
へ
の
直
視
に
よ
る
内
省
を
強
め
て
い
っ
た
表
明
が
行
わ
れ
る
。
伝
教
大
師
最
澄
は
、『
願

文
』
で
、

愚
中
極
愚
。
狂
中
極
狂
。
塵
禿
有
情
。
底
下
最
澄
。
上
違
於
諸
仏
。
中
背
於
皇
法
。
下
闕
於
孝
礼(8)。

と
い
う
。
塵
禿
と
い
う
言
葉
は
、
煩
悩
を
捨
て
き
れ
な
い
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
身
口
意
の
三
業
に
貪
瞋
痴
と
い
う
三
毒
が
宿
っ

て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
恵
心
僧
都
源
信
は
、『
往
生
要
集
』
の
冒
頭
で
、

利
智
精
進
之
人
未
為
難
。
如
予
頑
魯
之
者
豈
敢
矣(9)。

と
い
う
。
頑
魯
之
者
と
い
う
の
は
「
か
た
く
な
で
お
ろ
か
な
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
自
分
自
身
は
三
毒
の
内
の
愚
痴
か
ら
解
放
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
親
鸞
に
は
『
正
像
末
和
讃
』
の
中
の
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
の
一
部
に
、

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て

清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し

悪
性
さ
ら
に
や
め
難
し

心
は
蛇
蝎
の
如
く
な
り

修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に

虚
仮
の
行
と
ぞ
名
づ
け
た
る
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無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て

ま
こ
と
の
心
は
な
け
れ
ど
も

弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ(10)

と
い
い
、
自
己
の
罪
深
さ
を
赤
裸
々
に
告
白
す
る
。
そ
の
上
で
懺
悔
し
き
れ
な
い
私
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
功
徳

は
十
分
に
満
ち
溢
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
懺
悔
し
て
も
懺
悔
し
て
も
滅
罪
し
き
れ
な
い
自
己
の
罪
悪
感
を
示
し
な
が
ら
、
如
来
の
本

願
功
徳
力
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
懺
悔
と
救
済
が
ま
さ
に
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

二
、
罪
悪
を
み
つ
め
る
法
儀

大
乗
仏
教
が
伝
わ
っ
て
き
た
日
本
に
お
い
て
、
現
在
の
天
台
宗
で
罪
を
懺
悔
す
る
法
要
と
い
え
ば
、
大
き
く
次
の
三
種
類
が
あ
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
布
薩
」「
悔
過
法
」「
懺
法
」
で
あ
る
。

1
、
布
薩

イ
ン
ド
か
ら
罪
の
告
白
を
行
う
作
法
と
し
て
伝
わ
る
布
薩
は
現
在
の
天
台
宗
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る(11)。
天
台
宗
の
戒
と
い
え
ば
、

宗
祖
最
澄
の
法
華
一
乗
の
精
神
に
よ
る
菩
薩
は
三
聚
浄
戒
を
守
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
具
体
的
な
条
文
（
戒
本
＝
波
羅
提
木
叉
）
に
つ
い

て
は
『
梵
網
経
』
の
十
重
四
十
八
軽
戒
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
布
薩
に
つ
い
て
は
十
重
四
十
八
軽
戒
の
全
文
を
誦
す
る

広
布
薩
と
十
重
禁
戒
の
み
の
略
布
薩
が
あ
る
。

我
今
半
月
半
月
に
自
ら
諸
仏
法
戒
を
誦
す
。
汝
等
一
切
発
心
の
菩
薩
も
ま
た
誦
せ
。
乃
至
十
発
趣
十
長
養
十
金
剛
十
地
の
諸
菩
薩

も
ま
た
誦
せ(12)。

布
薩
は
諸
仏
菩
薩
の
前
に
お
い
て
戒
律
の
条
文
に
照
ら
し
て
、
自
己
が
罪
を
犯
し
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
戒
犯
の
場
合
に
は
懺
悔

112



す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
犯
し
た
罪
を
自
己
認
識
し
て
懺
悔
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

2
、
悔
過
法

悔
過
と
は
「
過
ち
を
悔
い
る
こ
と
、
懺
悔
す
る
こ
と
、
過
ち
を
悔
い
改
め
る
こ
と(13)」
な
ど
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
「
受
戒
や

布
薩
の
と
き
に
も
懺
悔
が
行
わ
れ
る
が
悔
過
と
は
い
わ
な
い
」
と
あ
る
。
ま
た
、
時
代
的
に
み
る
と
「
わ
が
国
で
は
特
に
奈
良
時
代
に

盛
ん
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
悔
過
法
は
本
尊
の
違
い
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
悔
過
、
薬
師
悔
過
、
吉
祥
悔
過
な
ど
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
兵
庫
県
鶴
林
寺
に
伝
わ
る
修
正
会
悔
過
法
要
の
「
発
願
」
を
み
て
み
よ
う
。

至
心
発
願

正
月
修
善

八
箇
日
夜

吉
祥
悔
過

楊
枝
香
水

加
持
威
力

得
大
霊
験

護
持
大
衆

諸
檀
施
主

消
除
不
祥

息
災
延
命

増
長
福
寿

地
味
増
長

如
意
吉
祥

五
穀
成
就

蚕
養
如
意

無
辺
善
願

決
定
円
満

皆
令
満
足

及
以
法
界

平
等
利
益(14)

と
あ
っ
て
、
息
災
延
命
、
五
穀
成
就
、
蚕
養
如
意
な
ど
を
目
的
と
し
て
願
う
法
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
国
家
全
体
の
安
穏
を
願
う

の
で
あ
り
、
前
年
ま
で
の
国
土
全
体
の
過
ち
を
全
体
と
し
て
悔
い
改
め
、
清
浄
に
す
る
こ
と
で
願
が
叶
う
よ
う
に
願
う
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
悔
過
は
個
人
の
罪
悪
で
は
な
く
、
国
家
全
体
の
悪
魔
を
払
い
、
国
家
全
体
で
の
福
徳
を
願
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

さ
れ
る
。

3
、
懺
法

懺
法
は
中
国
天
台
よ
り
継
承
し
て
き
た
四
種
三
昧
に
よ
る
と
こ
ろ
の
懺
悔
法
で
あ
る
。
四
種
三
昧
と
は
法
華
経
に
基
づ
く
実
践
法
を

著
し
た
『
摩
訶
止
観
』
に
説
か
れ
る
三
昧
行
で
あ
り
、
常
坐
三
昧
・
常
行
三
昧
・
半
行
半
坐
三
昧
・
非
行
非
坐
三
昧
の
四
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
半
行
半
坐
三
昧
は
さ
ら
に
方
等
三
昧
と
法
華
三
昧
に
二
分
さ
れ
、
そ
の
二
つ
は
と
も
に
懺
悔
の
思
想
が
含
ま
れ
る
も
の
で
方
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等
三
昧
と
法
華
三
昧
を
生
ん
だ
。

法
華
三
昧
に
つ
い
て
『
摩
訶
止
観
』
巻
二
上
で
は
、

別
に
一
巻
あ
り
。
法
華
三
昧
と
名
づ
く
。
是
天
台
師
の
著
し
世
に
流
伝
す
る
所
に
し
て
行
者
は
之
を
宗
と
せ
よ
。
こ
れ
則
ち
説
黙

を
兼
ね
る
が
復
別
に
論
ぜ
ず
。
意
の
止
観
は
普
賢
観
に
云
わ
く
専
に
大
乗
を
誦
し
、
三
昧
に
入
ら
ず
、
日
夜
六
時
に
六
根
の
罪
を

懺
悔
す(15)。

と
い
う
。
一
日
に
六
回
懺
悔
す
る
具
体
的
な
罪
へ
の
意
識
に
つ
い
て
は
『
摩
訶
止
観
』
巻
四
上
で
は
、

若
犯
事
中
軽
過
。
律
文
皆
有
懺
法
。
懺
法
若
成
悉
名
清
浄
。
戒
浄
障
転
止
観
易
明
。
若
犯
重
者
仏
法
死
人
。
小
乗
無
懺
法
。
若
依

大
乗
許
其
懺
悔
。
如
上
四
種
三
昧
中
説
、
下
当
更
明
。
次
理
観
小
僻
不
当
諦
者
。
此
人
執
心
若
薄
。
不
苟
封
滞
。
但
用
正
観
心
破

其
見
著
。
慚
愧
有
羞
低
頭
自
責
。
策
心
正
轍
罪
障
可
消
。
能
発
止
観
也
。
見
若
重
者
還
於
観
心
中
修
懺
。（
中
略
）
若
人
現
起
重

罪
、
苦
到
懺
悔
則
易
除
滅
、
何
以
故
、
如
迷
路
近
故
。
過
去
重
障
必
難
迴
転
、
迷
深
遠
故(16)。

と
い
う
。「
も
し
事
の
中
の
軽
い
罪
を
犯
す
の
は
律
文
に
懺
法
あ
り
。
懺
法
を
な
せ
ば
悉
く
清
浄
に
な
る
。
戒
が
清
く
障
を
転
ず
れ
ば
、

止
観
は
明
ら
か
に
な
り
易
い
。
若
し
重
を
犯
せ
ば
仏
法
の
死
人
で
あ
り
、
小
乗
に
は
懺
法
な
し
。
も
し
大
乗
に
よ
れ
ば
懺
悔
が
許
さ
れ

る
。
四
種
三
昧
の
中
に
説
い
て
い
る
。
理
観
が
少
し
ひ
が
ん
で
諦
に
行
き
つ
か
な
い
者
が
、
執
心
が
薄
く
、
停
滞
し
な
け
れ
ば
、
正
観

の
心
を
用
い
て
、
そ
の
見
着
を
破
し
て
慚
愧
し
羞
じ
る
心
を
起
こ
す
。
平
身
低
頭
で
反
省
し
、
轍
を
正
せ
ば
、
罪
障
は
消
え
、
よ
く
止

観
を
発
す
。
も
し
見
が
重
い
者
は
還
っ
て
観
心
の
中
に
お
い
て
懺
悔
を
修
せ
。（
中
略
）
も
し
人
が
現
に
重
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
ね

ん
ご
ろ
に
懺
悔
す
れ
ば
罪
は
滅
除
し
や
す
い
。
路
に
迷
い
始
め
た
ば
か
り
だ
か
ら
。
過
去
の
重
障
は
廻
転
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
迷
い

だ
し
て
時
が
経
ち
、
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
説
明
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
自
分
の
罪
の
意
識
が
ま
だ
鮮
明
な
間
の
早
い

時
点
で
懺
悔
し
、
悔
い
改
め
る
こ
と
が
大
事
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
通
俗
の
罪
の
概
念
に
お
い
て
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
今
罪
を
犯
し
た
と
か
、
現
前
に
罪
の
意
識
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
場
合
だ
け
懺
悔
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

の
で
は
な
い
。
仏
教
で
は
昔
か
ら
の
罪
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
、
心
の
深
い
部
分
で
の
罪
の
意
識
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教

え
さ
と
す
。
例
え
ば
「
懺
悔
文
」
で
は
、

我
昔
所
造
諸
悪
業

皆
由
無
始
貪
瞋
痴

従
身
語
意
之
所
生

一
切
我
今
皆
懺
悔(17)

と
い
い
、
私
は
昔
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
悪
業
を
作
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
始
か
ら
の
貪
瞋
痴
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
私
の
身
語
意
の
三
業

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
皆
懺
悔
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

天
台
宗
の
常
用
法
儀
の
ひ
と
つ
『
法
華
懺
法
』
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

『
法
華
懺
法
』
で
は
六
根
段
と
呼
ば
れ
る
懺
悔
が
あ
る
。
そ
の
第
一
、
眼
根
段
を
み
る
と
、

至
心
に
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る
。
弟
子
某
甲
、
一
切
の
法
界
の
衆
生
と
と
も
に
無
量
世
よ
り
こ
の
か
た
、
眼
根
の
因
縁
を
も
っ
て
諸

色
に
貪
著
す
。
色
に
著
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
諸
塵
に
貪
愛
し
、
塵
を
愛
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
女
人
の
身
を
受
け
、
世
世
生
処

に
諸
色
に
惑
著
す
。
色
、
我
が
眼
を
壊
し
て
恩
愛
の
奴
と
為
す
。
故
に
色
使
、
我
を
し
て
三
界
に
経
歴
せ
し
む
。
こ
の
弊
使
を

も
っ
て
、
盲
に
し
て
見
る
所
な
し
。
眼
根
不
善
に
し
て
我
を
傷
害
す
る
こ
と
多
し
。
十
方
の
諸
仏
常
に
住
し
て
滅
し
た
ま
わ
ざ
れ

ど
も
、
我
が
濁
悪
の
眼
障
ゆ
る
が
故
に
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
今
大
乗
方
等
経
典
を
誦
し
、
普
賢
菩
薩
、
一
切
の
世
尊
に
帰
向
し
た

て
ま
つ
り
、
焼
香
散
華
し
て
、
眼
の
過
罪
を
説
き
、
発
露
懺
悔
し
て
敢
え
て
覆
蔵
せ
じ
。
諸
仏
菩
薩
の
恵
明
の
法
水
、
願
わ
く
は

も
っ
て
洗
除
し
た
ま
え
。
こ
の
因
縁
を
も
っ
て
、
我
と
法
界
の
衆
生
と
と
も
に
眼
根
の
一
切
の
重
罪
を
し
て
畢
竟
清
浄
な
ら
し
め

た
ま
え
。
懺
悔
し
已
り
て
三
宝
を
礼
し
た
て
ま
つ
る(18)。

六
根
の
懺
悔
の
最
初
、
眼
根
の
懺
悔
に
つ
い
て
は
眼
根
と
諸
色
の
因
縁
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
諸
仏
菩
薩
の
恵
明
の
法
水
で
洗
除

し
清
浄
に
す
る
に
あ
た
っ
て
十
方
の
仏
を
礼
拝
す
る
よ
う
に
説
く
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
自
己
の
眼
根
が
色
に
著
し
て
し
ま
う
こ

と
を
自
覚
し
て
懺
悔
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
前
述
の
よ
う
に
自
身
の
犯
し
た
具
体
的
か
つ
明
確
な
罪
へ
の
意
識
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と
い
う
よ
り
は
、
自
分
が
三
毒
を
滅
し
き
れ
な
い
身
で
あ
り
、
絶
え
ず
何
ら
か
の
罪
を
犯
し
続
け
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
の
意
識
を
持

つ
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
耳
・
鼻
・
舌
・
身
と
続
き
、
最
後
の
意
根
段
で
は
、

至
心
に
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る
。
弟
子
某
甲
、
法
界
の
衆
生
と
と
も
に
無
始
よ
り
已
来
、
意
根
不
善
に
し
て
諸
法
に
貪
著
し
、
狂
愚

に
し
て
了
せ
ず
。
所
縁
の
境
に
随
っ
て
貪
瞋
痴
を
起
し
、
是
の
如
き
の
邪
念
能
く
一
切
の
悪
業
を
生
ず
、
い
わ
ゆ
る
十
悪
五
逆
な

り
。
な
お
猿
猴
の
如
く
、
ま
た
黐
膠
の
如
し
。
処
々
に
貪
著
し
て
遍
く
一
切
の
六
情
根
の
中
に
至
る
。
こ
の
六
根
の
業
の
枝
條
華

葉
、
悉
く
三
界
二
十
五
有
の
一
切
の
生
処
に
満
ち
て
、
ま
た
能
く
無
明
生
死
、
十
二
の
苦
事
を
増
長
す
。
八
邪
八
難
に
も
中
を
経

ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
無
量
無
辺
の
悪
不
善
の
報
は
意
根
よ
り
生
ず
。
是
の
如
き
の
意
根
は
即
ち
是
れ
一
切
生
死
の
根
本
、
衆
苦

の
源
な
り
。
経
の
中
に
説
き
た
ま
う
が
如
き
、
釈
迦
牟
尼
を
毘
盧
遮
那
遍
一
切
処
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
。
当
に
知
ん
ぬ
。
一
切

の
諸
法
悉
く
是
れ
仏
法
な
り
。
妄
想
分
別
し
て
諸
の
熱
悩
を
受
く
。
是
れ
即
ち
菩
提
の
中
に
お
い
て
不
清
浄
を
見
、
解
脱
の
中
に

お
い
て
而
も
纏
縛
を
起
す
な
り
。
今
始
め
て
覚
悟
し
て
重
慚
愧
を
生
じ
、
重
怖
畏
を
生
ず
。
大
乗
を
誦
持
し
て
、
説
の
如
く
に
修

行
し
、
普
賢
菩
薩
、
一
切
の
世
尊
に
帰
向
し
た
て
ま
つ
り
、
焼
香
散
華
し
て
、
意
の
過
罪
を
説
き
、
発
露
し
懺
悔
し
て
、
敢
え
て

覆
蔵
せ
じ
。
是
の
因
縁
を
も
っ
て
我
と
法
界
の
衆
生
と
と
も
に
意
根
の
一
切
の
重
罪
乃
至
六
根
所
起
の
一
切
の
悪
業
の
す
で
に
起

り
、
今
起
り
、
未
来
に
ま
さ
に
起
る
べ
き
も
の
を
し
て
、
畢
竟
清
浄
な
ら
し
め
た
ま
え
。
懺
悔
し
已
り
て
三
宝
に
礼
し
た
て
ま
つ

る(19)。

六
根
最
後
の
意
根
に
お
い
て
も
無
始
か
ら
今
ま
で
意
の
悪
に
よ
り
煩
悩
の
ほ
し
い
ま
ま
に
欲
望
が
涌
き
、
縁
に
よ
っ
て
貪
瞋
痴
が
起

り
、
邪
念
か
ら
悪
業
を
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
仏
法
を
覗
く
と
一
切
の
諸
法
が
仏
法
な
の
で
あ
る
。
妄
想
分
別
が

熱
悩
を
生
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
菩
薩
の
中
に
不
浄
を
見
、
解
脱
の
中
に
縛
り
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
今
赤
裸
々
に
発
露
懺
悔

す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
懺
悔
し
、
三
宝
を
礼
す
る
こ
と
で
次
の
段
階
へ
進
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
続
い
て
、『
法
華
懺
法
』
で
は
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
・
発
願
と
続
く
。
ま
ず
、
勧
請
で
は
、
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我
弟
子
某
、
至
心
に
勧
請
し
た
て
ま
つ
る
。
十
方
の
応
化
、
法
界
無
量
の
仏
、
唯
願
わ
く
は
久
し
く
住
し
て
法
輪
を
転
じ
、
含
霊

抱
識
を
し
て
本
浄
に
還
ら
し
め
、
然
し
て
後
、
如
来
常
住
に
帰
し
た
ま
え
。
勧
請
し
已
り
て
三
宝
を
礼
し
た
て
ま
つ
る(20)。

と
い
い
、
懺
悔
し
終
え
た
私
の
周
囲
に
十
方
の
仏
が
い
つ
ま
で
も
住
す
こ
と
、
皆
を
仏
国
土
に
誘
い
、
そ
れ
か
ら
常
住
の
世
界
に
帰
す

こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。

我
弟
子
某
、
至
心
に
随
喜
し
た
て
ま
つ
る
。
諸
仏
菩
薩
の
諸
の
功
徳
、
凡
夫
静
乱
の
有
相
の
善
漏
と
無
漏
と
の
一
切
の
善
、
弟
子

至
心
に
皆
随
喜
す
。
随
喜
し
已
り
て
三
宝
を
礼
し
た
て
ま
つ
る(21)。

随
喜
は
周
囲
に
集
ま
っ
た
仏
菩
薩
の
功
徳
と
凡
夫
の
静
乱
（
に
か
か
わ
ら
ず
）、
有
相
の
善
、
漏
無
漏
の
さ
ま
ざ
ま
な
善
を
起
す
こ

と
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

我
弟
子
某
、
至
心
に
迴
向
す
、
三
業
所
修
の
一
切
の
善
を
も
っ
て
、
十
方
恒
沙
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
。
虚
空
法
界
、
尽
未

来
、
願
わ
く
は
こ
の
福
を
迴
ら
し
て
仏
道
を
求
め
ん
。
迴
向
し
已
り
て
三
宝
を
礼
し
た
て
ま
つ
る(22)。

次
の
廻
向
で
は
身
口
意
の
三
業
の
善
で
十
方
の
仏
を
供
養
す
る
。
そ
の
功
徳
を
廻
ら
し
て
仏
道
を
求
め
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る

の
で
あ
る
。

我
弟
子
某
、
至
心
に
発
願
す
。
願
わ
く
は
命
終
に
臨
む
時
、
神
乱
れ
ず
、
正
念
に
し
て
安
楽
国
に
往
生
し
て
、
弥
陀
に
面
奉
し
衆

聖
に
値
い
、
十
地
を
修
行
し
て
常
楽
を
証
せ
ん
。
発
願
已
り
て
三
宝
を
礼
し
た
て
ま
つ
る(23)。

最
後
の
発
願
で
は
命
終
わ
る
時
、
心
が
乱
れ
ず
、
極
楽
に
往
生
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
や
極
楽
の
諸
菩
薩
に
遇
い
、
さ
ら
に
修
行
し
て

十
地
に
至
り
常
楽
を
証
す
よ
う
に
願
を
発
す
の
で
あ
る
。

六
根
の
懺
悔
を
し
て
、
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
・
発
願
ま
で
進
む
こ
と
を
五
悔
と
い
う
が
、
最
初
の
懺
悔
で
清
浄
に
な
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
福
徳
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
は
発
願
し
て
、
最
後
に
廻
向
す
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
自
己
の
求
道
に

「
廻
向
」
し
、
臨
終
往
生
か
ら
成
仏
に
い
た
る
「
発
願
」
に
進
む
所
が
特
徴
的
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
場
合
の
懺
悔
が
特
定
の
自
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覚
で
き
る
罪
で
は
な
く
、
無
始
か
ら
自
己
に
潜
む
貪
瞋
痴
の
起
す
悪
性
に
よ
る
行
動
す
べ
て
を
指
す
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

次
に
、
同
じ
く
天
台
宗
の
常
用
法
儀
で
あ
る
『
例
時
作
法
』
か
ら
「
大
懺
悔
」
を
み
て
み
よ
う
。

至
心
に
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る
。
是
の
如
き
等
の
一
切
世
界
の
諸
仏
世
尊
、
常
に
世
に
住
在
し
た
ま
う
。
是
の
如
き
等
の
世
尊
、
当

に
我
を
慈
念
し
、
我
を
憶
念
し
、
我
を
証
知
し
た
ま
う
べ
し
。
若
し
は
我
が
此
の
生
、
若
し
は
我
が
前
生
、
無
始
の
生
死
よ
り
以

来
、
作
す
所
の
衆
罪
、
自
ら
覚
知
せ
ず
。
若
し
は
自
ら
作
し
、
若
し
は
他
を
し
て
作
さ
し
め
、
作
す
を
見
て
随
喜
せ
り
。
若
し
は

塔
、
若
し
は
僧
、
若
し
は
十
方
僧
物
、
若
し
は
自
ら
取
り
、
若
し
は
人
を
し
て
取
ら
し
め
、
取
る
を
見
て
随
喜
せ
り
。
或
は
五
逆
、

四
重
、
無
間
の
重
罪
を
作
し
、
若
し
は
自
ら
作
し
、
若
し
は
他
を
し
て
作
さ
し
め
、
作
す
を
見
て
随
喜
せ
り
。
十
不
善
道
、
自
ら

作
し
、
他
を
し
て
せ
し
め
、
作
す
を
見
て
随
喜
せ
り
。
所
作
の
罪
障
、
或
は
覆
蔵
す
る
こ
と
あ
り
、
或
は
覆
蔵
す
る
こ
と
な
し
。

ま
さ
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
お
よ
び
諸
の
悪
趣
、
辺
地
、
下
賤
お
よ
び
弥
戻
車
に
堕
す
べ
し
。
是
の
如
き
等
の
所
作
の
罪
障
、
今

十
方
三
世
の
諸
仏
に
お
い
て
慚
愧
発
露
し
皆
悉
く
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る
。
至
心
に
発
願
す
。
願
わ
く
は
我
等
、
今
日
よ
り
い
ま
し

無
上
菩
提
に
至
る
ま
で
、
一
切
処
に
お
い
て
常
に
普
賢
・
文
殊
・
観
音
・
勢
至
・
地
蔵
菩
薩
に
値
遇
す
る
こ
と
を
得
ん
。
我
を
し

て
恒
に
親
近
し
、
恭
敬
し
、
供
養
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
た
ま
え
。
菩
提
心
を
発
し
て
永
く
退
転
せ
ず
。
常
に
浄
処
に
生
じ
て
仏

国
土
を
浄
め
、
三
障
を
断
除
し
て
永
く
衆
難
を
離
れ
、
無
上
道
を
成
ぜ
ん(24)。

と
い
う
。
私
が
こ
の
世
で
罪
を
犯
す
。
あ
る
い
は
前
世
で
犯
す
。
あ
る
い
は
無
始
以
来
罪
を
犯
す
。
そ
れ
ら
は
自
分
で
覚
知
で
き
な
い
。

時
に
は
自
分
で
犯
し
、
あ
る
い
は
他
人
に
犯
さ
せ
、
そ
れ
を
見
て
喜
ぶ
。
行
っ
た
罪
障
が
隠
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
露
わ
に
な
っ
た

場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
十
方
三
世
の
諸
仏
に
発
露
し
懺
悔
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
今
か
ら
無
上
菩
提
を
悟
る
ま
で
普
賢
・

文
殊
・
観
音
・
勢
至
・
地
蔵
等
の
菩
薩
に
遇
う
こ
と
を
得
て
、
恭
敬
し
供
養
し
て
、
私
が
菩
提
心
を
発
し
、
常
に
浄
土
に
生
ま
れ
三
障

を
断
じ
て
無
上
道
を
成
す
よ
う
に
と
発
願
す
る
。
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4
、
懺
悔
法
の
順
流
・
逆
流
の
十
心

前
項
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
罪
を
ど
の
よ
う
に
懺
悔
す
る
の
か
が
深
化
し
て
き
て
、
何
種
類
に
も
層
を
成
し
て
き
た
の
を
整
理
し

て
み
る
と
「
作
法
懺
」「
取
相
懺
」「
無
生
懺
」
の
三
種
類
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

「
作
法
懺
」
は
作
法
に
し
た
が
っ
て
仏
前
に
て
過
罪
を
告
白
懺
悔
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
戒
を
犯
し
た
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
さ
れ
る
。
実
際
に
自
分
が
犯
し
た
罪
の
意
識
が
あ
る
と
き
、
そ
の
罪
に
対
す
る
懺
悔
を
行
う
方
法
で
あ
る
。

「
取
相
懺
」
は
心
を
定
め
て
、
仏
の
す
が
た
を
観
じ
て
懺
悔
す
る
方
法
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
性
罪
を
滅
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
と
い
っ
た
具
体
的
な
罪
の
意
識
は
な
い
も
の
の
次
か
ら
次
へ
自
分
の
心
の
奥
底
に
貪
瞋
痴
と
い
う
三

毒
が
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
々
の
行
為
が
罪
悪
性
を
帯
び
た
も
の
と
実
感
し
て
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す

る
懺
悔
の
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
「
無
生
懺
」
は
端
坐
し
て
心
を
定
め
て
、
実
相
無
生
の
理
を
観
じ
て
懺
悔
す
る
方
法
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
無
明
を
滅
し
て
中

道
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
身
の
罪
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
世
界
中
の
悪
の
因
果
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
空
性
で
あ
り
無
生

で
あ
る
。
そ
れ
を
観
じ
る
こ
と
で
無
明
を
破
し
、
中
道
を
悟
る
。

懺
悔
す
る
と
き
の
具
体
的
な
運
心
方
法
に
つ
い
て
『
摩
訶
止
観
』
巻
四
を
み
る
と
、

も
し
二
世
の
重
障
を
懺
悔
し
四
種
三
昧
を
行
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
ま
さ
に
順
流
の
十
心
を
識
り
、
明
ら
か
に
過
失
を
知
る
べ
く
、

ま
さ
に
逆
流
の
十
心
を
運
ら
し
て
も
っ
て
対
治
を
な
す
べ
し
。
こ
の
二
十
心
は
通
じ
て
諸
懺
の
本
と
な
す(25)。

と
い
い
、
順
流
の
十
心
で
過
失
の
過
程
を
知
り
、
逆
流
の
十
心
で
順
序
立
て
て
懺
悔
を
進
め
て
い
く
よ
う
示
す
。

で
は
、
そ
の
順
流
の
十
心
と
は(26)、

①
無
始
よ
り
闇
識
昏
迷
に
し
て
煩
悩
に
酔
わ
さ
れ
、
妄
り
に
人
我
を
計
す
る
が
ゆ
え
に
身
見
を
起
し
、
身
見
の
ゆ
え
に
妄
想
、
顚
倒
し
、

顚
倒
の
ゆ
え
に
貪
瞋
痴
を
起
し
、
痴
の
ゆ
え
に
広
く
諸
の
業
を
造
る
。
業
な
れ
ば
す
な
わ
ち
生
死
に
流
転
す
。
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②
内
に
煩
悩
を
具
し
、
外
に
悪
友
に
値
い
、
邪
法
を
扇
動
し
、
我
が
心
を
勧
惑
し
て
、
倍
加
し
て
隆
盛
な
り
。

③
内
外
の
悪
縁
が
す
で
に
具
わ
り
、
よ
く
内
に
善
心
を
滅
し
、
外
に
善
事
を
滅
す
、
ま
た
他
の
善
に
お
い
て
、
都
て
随
喜
す
る
こ
と
な

し
。

④
三
業
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
悪
と
し
て
な
さ
ざ
る
こ
と
な
し
。

⑤
事
は
広
が
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
悪
心
は
遍
布
す
。

⑥
悪
心
を
相
続
し
て
、
昼
夜
に
断
え
ず
。

⑦
過
失
を
覆
い
か
く
し
て
人
が
知
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。

⑧
魯
扈
、
底
突
し
て
、
悪
道
を
畏
れ
ず
。

⑨
慚
な
く
愧
な
し
。

⑩
因
果
を
撥
無
し
て
一
闡
提
と
な
る
。

生
死
の
流
れ
に
順
じ
て
昏
倒
し
て
悪
を
造
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
次
か
ら
次
へ
と
悪
い
縁
に
よ
っ
て
悪
の
連
鎖
が
起
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

こ
れ
を
断
ち
切
る
の
に
は
、
罪
の
流
れ
に
逆
ら
う
逆
流
の
十
心(27)が
必
要
で
あ
る
。

①
正
し
く
因
果
は
決
定
し
て
孱
然
た
り
と
信
ず
。
業
種
は
久
し
久
し
く
し
て
敗
亡
せ
ず
と
い
え
ど
も
、
終
に
み
ず
か
ら
作
し
て
他
人
が

果
を
受
け
る
こ
と
な
し
。
く
わ
し
く
善
悪
を
識
り
、
疑
惑
を
生
せ
ず
ん
ば
、
こ
れ
を
深
く
信
じ
て
一
闡
提
の
心
を
翻
破
す
と
な
す
。

②
み
ず
か
ら
愧
じ
て
鄙
極
の
罪
人
な
り
と
剋
責
す
。

③
悪
道
を
怖
畏
す
。

④
ま
さ
に
発
露
し
て
瑕
疵
を
覆
う
こ
と
な
か
る
べ
し
。

⑤
相
続
の
心
を
断
つ
こ
と
は
、
も
し
決
果
を
断
奠
し
て
、
故
き
を
畢
え
新
し
き
を
造
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
懺
悔
な
り
。
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⑥
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
昔
は
み
ず
か
ら
を
安
ん
じ
て
人
を
危
う
く
し
、
遍
く
一
切
の
境
を
悩
ま
す
も
、
今
は
広
く
兼
済
を
起
し
て
虚

空
界
に
遍
く
他
を
利
益
す
。
こ
れ
を
用
い
て
一
切
処
に
遍
く
悪
を
起
す
心
を
翻
破
す
る
な
り
。

⑦
功
を
修
し
て
過
を
補
う
こ
と
は
、
昔
は
三
業
に
罪
を
作
る
こ
と
昼
夜
を
計
ら
ざ
る
も
、
今
は
身
口
意
を
善
く
し
て
策
励
し
て
休
ま
ず
、

山
岳
を
移
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
い
ず
く
ん
ぞ
江
海
を
塡
め
ん
と
。
こ
れ
を
も
っ
て
三
業
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
心
を
翻
破
す
る
な
り
。

⑧
正
法
を
守
護
す
る
こ
と
は
昔
は
み
ず
か
ら
善
を
滅
し
、
ま
た
他
の
善
を
滅
し
、
自
ら
随
喜
せ
ず
、
ま
た
他
を
喜
ば
さ
ざ
る
も
、
今
は

諸
の
善
を
守
護
し
て
、
方
便
を
も
っ
て
増
広
し
、
断
絶
せ
し
め
ざ
る
こ
と
、
譬
え
ば
城
を
全
う
す
る
の
を
勲
の
ご
と
く
す
。
こ
れ
は

随
喜
な
き
心
を
翻
破
す
る
な
り
。

⑨
十
方
の
仏
を
念
ず
る
こ
と
は
、
昔
は
悪
友
に
親
し
み
な
れ
て
、
そ
の
言
を
信
受
す
る
も
、
今
は
十
方
の
仏
を
念
じ
、
無
礙
の
慈
を
念

じ
て
請
わ
ざ
る
友
と
な
し
、
無
礙
の
智
を
念
じ
て
大
導
師
と
な
す
。
こ
れ
は
悪
友
に
順
う
心
を
翻
破
す
る
な
り
。

⑩
罪
の
性
は
空
な
り
と
観
ず
る
こ
と
は
、
貪
欲
・
瞋
・
痴
の
心
は
み
な
こ
れ
寂
静
の
門
な
り
と
了
達
す
。
我
が
心
は
お
の
ず
か
ら
空
に

し
て
、
罪
福
に
主
な
し
。
深
く
罪
福
の
相
に
達
し
、
遍
く
十
方
を
照
ら
し
、
こ
の
空
慧
を
し
て
心
と
相
応
せ
し
む
。
寂
静
を
示
す
が

ゆ
え
に
、
こ
れ
は
無
明
の
昏
闇
を
翻
破
す
る
な
り
。

と
い
う
十
門
の
う
ち
、
前
半
は
作
法
懺
や
取
相
懺
に
相
当
す
る
事
の
懺
悔
で
あ
り
、
最
後
は
空
を
観
ず
る
の
は
理
の
懺
悔
で
あ
る
。

こ
の
順
流
の
十
心
と
逆
流
の
十
心
は
釈
尊
が
内
観
さ
れ
た
と
い
う
無
明
か
ら
老
死
へ
と
内
観
を
進
め
る
十
二
因
縁
の
順
観
と
逆
観
に

似
た
内
観
の
手
順
に
な
っ
て
い
る
。
次
々
に
起
る
悪
の
連
鎖
が
悪
の
終
着
点
と
し
て
一
闡
提
に
行
き
着
く
。
逆
に
善
の
連
鎖
を
重
ね
る

こ
と
で
罪
障
は
空
な
り
と
観
じ
ら
れ
、
仏
慧
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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三
、
人
間
と
は
何
か

懺
悔
の
方
法
や
文
言
を
み
る
と
人
間
が
ど
の
よ
う
に
罪
を
意
識
し
て
き
た
か
が
わ
か
っ
て
き
た
。
当
初
、
戒
律
を
や
ぶ
っ
た
こ
と
に

対
す
る
個
々
の
罪
を
反
省
し
、
悔
い
る
懺
悔
で
あ
っ
た
が
、
仏
道
を
歩
む
修
道
者
と
し
て
の
自
身
に
お
い
て
罪
は
無
始
以
来
、
自
己
の

中
に
宿
っ
て
い
る
障
害
の
心
つ
ま
り
三
毒
な
ど
の
煩
悩
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
み
た
場
合
、
誰
も
が
い
つ
も
罪
を
犯
し
続
け
て
い
る
存

在
な
の
だ
と
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
裏
返
し
に
言
う
と
、
罪
の
概
念
が
拡
張
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
古
く
は
戒
律
規
定
が

随
犯
で
で
き
、
同
じ
過
ち
を
犯
さ
な
い
こ
と
が
無
罪
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
五
戒
を
守
る
と
い
っ
て
も
守
り
き
れ
な
い
自
分
が
い
る
。

だ
か
ら
す
べ
て
の
人
の
も
っ
て
生
ま
れ
、
今
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
懺
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
懺
悔
思
想
が
大
乗
仏

教
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
煩
悩
は
あ
っ
て
当
た
り
前
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
自
己
の
存
在
は
成

り
立
つ
と
考
え
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
煩
悩
は
空
観
の
悟
り
へ
の
第
一
段
階
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
心
が
空
で
あ
る
か
ら
罪

相
も
空
な
の
で
あ
る
。
そ
の
空
な
る
罪
相
を
深
く
観
じ
る
こ
と
で
無
明
を
破
し
て
空
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

罪
の
意
識
に
安
住
し
て
は
な
ら
な
い
。
絶
え
ず
罪
の
意
識
を
抱
き
、
そ
れ
を
懺
悔
し
、
悟
り
を
め
ざ
す
菩
薩
道
を
歩
み
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

註(1
)
『
教
誨
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
公
益
財
団
法
人
全
国
教
誨
師
連
盟
、
一
九
九
三
）
に
よ
る
と
「
教
誨
と
は
矯
正
施
設
の
中
で
被
収
容
者
に
対
し

て
行
う
精
神
的
、
倫
理
的
、
宗
教
的
な
教
化
活
動
を
総
括
し
て
い
る
名
称
」（
二
九
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
「
宗
教
家
が
刑
事
施
設
内
で
行
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う
宗
教
活
動
を
宗
教
教
誨
と
言
い
、
刑
事
施
設
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
教
誨
活
動
を
行
っ
て
い
る
宗
教
家
を
教
誨
師
と
呼
ん
で
い
る
」

（
四
七
頁
）
と
あ
る
。
教
派
ご
と
に
教
誨
活
動
が
展
開
さ
れ
る
が
、
天
台
宗
の
教
誨
に
あ
た
っ
て
は
「
日
本
国
憲
法
順
守
の
下
、
国
民
の

基
本
的
人
権
と
し
て
保
障
さ
れ
た
信
教
の
自
由
に
基
づ
き
、
国
が
で
き
な
い
宗
教
に
関
す
る
教
誨
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
」（
同
書
三

〇
五
頁
）
そ
し
て
「
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
命
の
尊
重
と
今
生
に
於
け
る
菩
薩
行
の
実
践
を
教
導
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
仏
道

に
励
む
べ
き
生
命
を
殺
め
る
行
為
、
即
ち
「
仏
種
断
」
は
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
さ
れ
、
生
命
の
尊
厳
を
諭
す
こ
と
を
我
々
の
宗

教
教
誨
の
一
方
の
柱
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
生
半
ば
に
在
っ
て
そ
の
進
む
べ
き
方
向
に
迷
い
、
た
と
い
悪
道
に
陥
っ
た
心
弱
き
衆

生
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
そ
れ
に
寄
り
添
い
、
絶
え
ず
仏
道
へ
の
歩
み
を
励
ま
し
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
我
々
天
台
宗
教
誨
師
に
求
め
ら
れ

た
も
う
一
方
の
使
命
で
も
あ
る
」（
三
〇
八
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
に
本
論
に
記
し
た
収
容
者
の
罪
意
識
と
自
己
の
存
在
意
義
の
葛
藤
が
問

題
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

(2
)
大
正
二
二
、
九
九
三
上
。

(3
)
大
正
二
二
、
九
九
八
中
。

(4
)
大
正
二
二
、
九
九
七
中
。

(5
)
大
正
大
学
仏
教
学
科
編
『
仏
教
と
は
な
に
か

そ
の
思
想
を
検
証
す
る

』（
大
法
輪
閣
、
一
九
九
九
）
五
一
頁
。

(6
)
『
織
田
仏
教
大
辞
典
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
五
四
）
六
七
二
頁
。

(7
)
『
新
・
佛
教
辞
典
』（
誠
信
書
房
、
二
〇
〇
六
、
第
三
版
）
二
〇
一
頁
、
罪
悪
の
項
参
照
。

(8
)
大
正
七
四
、
一
三
五
上
。

(9
)
大
正
八
四
、
三
三
上
。

(10
)
真
宗
聖
教
全
書
二
、
五
二
七
中

下
。

(11
)
大
正
二
四
、
一
〇
〇
四
上

中
。

(12
)
大
正
二
四
、
一
〇
〇
四
上

中
。

(13
)
『
新
・
佛
教
辞
典
』
一
四
九
頁
、
悔
過
の
項
参
照
。
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(14
)
拙
著
「
法
隆
寺
所
伝
吉
祥
悔
過
と
天
台
所
修
の
懺
悔
法
儀
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
二
九
二

二
九
四
頁
）。

(15
)
大
正
四
六
、
一
四
上
。

(16
)
大
正
四
六
、
三
九
下
。

(17
)
『
台
宗
課
誦
』
一

二
頁
、『
華
厳
宗
諸
経
要
集
上
』
一
頁
、『
真
言
宗
山
階
派
檀
信
徒
勤
行
次
第
』
一
二
頁
、
高
野
山
真
言
宗
『
仏
前

勤
行
次
第
』
三
頁
、
永
田
文
昌
堂
版
『
禅
宗
諸
経
要
集
』
二
頁
、『
曹
洞
宗
日
課
諸
経
要
集
』
三
頁
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
懺

悔
文
は
宗
派
を
超
え
て
唱
え
ら
れ
る
文
で
あ
る
が
、
主
に
読
経
や
行
事
の
作
法
の
初
段
階
で
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
自
分
自

身
で
は
気
づ
い
て
い
な
い
罪
を
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
心
を
洗
除
し
、
心
清
ら
か
に
な
っ
て
以
下
の
次
第
を
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
意

識
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(18
)
大
正
七
七
、
二
六
五
下

二
六
六
上
。

(19
)
大
正
七
七
、
二
六
六
下

二
六
七
上
。

(20
)〜
(23
)
大
正
七
七
、
二
六
七
上
。

(24
)
大
正
七
七
、
二
七
二
上

中
。

(25
)
大
正
四
六
、
三
九
下
。

(26
)
大
正
四
六
、
三
九
下

四
〇
上
。

(27
)
大
正
四
六
、
四
〇
上

四
〇
中
。

キ
ー
ワ
ー
ド

罪
、
懺
悔
、
懺
法
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