
懺

悔

と

祈

り

島

義
高
田
短
期
大
学

仏
教
に
お
け
る

懺
悔

と
い
う
語
の
意
味
は

罪
を
悔
い
告
日
し
て
許
し
を
乞
う
こ
と

、
あ
る
い
は

犯
し
た
罪
や
悪
業
を
告
白

す
る
こ
と

で
あ
る
と
い
わ

１
れ
る
。
し
か
し
、
原
始
仏
教
、
部
派
仏
教
、
大
乗
仏
教
の
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら
れ
て
い
る

懺
悔

は
同
じ
で

は
な
く
、
そ
こ
に
思
想
的
展
開
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
用
例
を
見
る
に
、

サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ

に
次
の
よ
う
な
話
が
出
て

２
い
る
。
そ
れ
は
釈
尊
が
祇
園

精
舎
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
た
時
、
二
人
の
比
丘
の
間
に
争
い
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
う
ち
一
方
の
比
丘
が
他
方
の
比
丘
に
た
い
し

自
ら
の
犯
し
た
罪
を
告
白
し
謝
罪
し
た
が
、
他
方
の
比
丘
は
こ
の
懺
悔
を
受
け
つ
け
な
か
っ
た
。
そ
の
場
に
い
あ
わ
せ
た
比
丘
達
が
、
尊

師
の
も
と
に
お
も
む
き
、
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
申
し
あ
げ
た
。
尊
師
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

罪
を
罪
と
し
て
見
な
い
人
と
、
規
定
の
と
お

り
に
罪
を
告
白
す
る
人
の
謝
罪
を
受
け
つ
け
な
い
人
と
、
こ
の
二
人
は
と
も
に
愚
者
で
あ
る
。
罪
を
罪
と
し
て
見
る
人
と
、
規
定
の
と
お

り
に
罪
を
告
白
す
る
人
の
謝
罪
を
受
け
ら
れ
る
人
と
、
こ
の
二
人
は
賢
者
で
あ
る
。

と
答
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
罪
を
罪
と
し

て
告
白
し
謝
罪
す
る
と
い
う
意
味
で

懺
悔

が
語
ら
れ
て
い
る
。
人
は
罪
を
犯
し
た
と
気
づ
い
た
な
ら
ば
、
懺
悔
を
す
る
こ
と
と
、
懺

悔
を
す
る
人
を
恕
す
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
始
仏
教
で
は
比
丘
は
自
分
の
犯
し
た
罪
を
釈
尊
ま
た
は
長
老
比
丘

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

一



に
告
白
し
て
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ

３
れ
る
。

ま
た
、
律
蔵
の

鼻
奈
耶

巻
八
に
よ
る
と
、
ア
グ
ニ
ダ
ッ
タ
婆
羅
門
が
釈
尊
と
比
丘
達
を
雨
安
居
に
請
待
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
忘
れ
て
九
十
日
の
あ
い
だ
ま
っ
た
く
供
養
を
し
な
か
っ
た
。
安
居
が
終
っ
て
阿
難
が
出
発
の
挨
拶
に
行
っ
た
時
、
ア
グ
ニ
ダ
ッ
タ

は
自
分
が
釈
尊
を
請
待
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
後
悔
し
、
阿
難
に

瞿
曇
沙
門
を
留
め
て
懺
悔
を

得
べ
き
や
否
や

と
問
う
た
が
、
阿
難
が

留
ま
る
こ
と
を
得
ず

と
い
っ
た
の
で
、
彼
は
懊
悩
の
た
め
に
失
心
し
て
地
に
倒
れ
た
と
い

う
。
し
か
し
彼
は
後
に
世
尊
所
に
詣
り
悔
過
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
懺
悔
と
悔
過
と
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
律

蔵
に
は
こ
の
よ
う
に
謝
罪
の
意
味
や
、
自
己
の
過
失
や
悪
行
を
後
悔
す
る
意
味
で
懺
悔
の
語
を
用
い
る
例
が
な
お
見
ら
れ
る
が
、
律
蔵
と

し
て
は
戒
律
を
破
っ
た
罪
を
懺
悔
す
る
例
の
方
が

４
多
い
。

イ
ン
ド
で
は
古
来
、
出
家
修
行
者
に
た
い
す
る
布
施
と
い
う
行
為
が
大
き
な
功
徳
を
生
む
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
仏
教
に
お
い
て

も
在
家
信
者
に
は
、
布
施
、
善
行
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
る
生
天
が
説
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
釈
尊
が
園
林
や
精
舎
の
寄
進
を
う
け
ら
れ
た

の
も
、
一
つ
に
は
在
家
信
者
に
功
徳
を
つ
ま
せ
る
た
め
の
宗
教
的
行
為
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
布
施
と
い
う
行

為
が
功
徳
を
つ
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
布
施
の
対
象
と
な
る
比
丘
の
行
為
の
清
浄
性
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
教
教
団
へ
の
入
団
許
可
の
儀
礼
、
得
度
式
（
具
足
戒
）
は
、
い
わ
ば
俗
な
る
世
界
か
ら
聖
な
る
世
界
に
う
つ
る
入
門
式
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
比
丘
は
聖
性
を
帯
び
る
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
比
丘
の
行
為
の
清
浄
性
・
聖
性
が
、
布
施
の
行
為
の
対

象
と
な
り
功
徳
を
つ
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
丘
の
清
浄
性
・
聖
性
は
、
比
丘
の
生
活
が
実
際
に

い
か
に
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
比
丘
の
行
為
の
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
も
の
と

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

二



し
て
、
自
恣
と
か
布
薩
と
い
う
儀
礼
が
あ
る
の
だ
と

え
ら
れ
て
い
る
。

自
恣
と
は
雨
安
居
の
終
了
日
に
三
か
月
の
あ
い
だ
共
に
住
ん
だ
仲
間
ど
う
し
で
、
た
が
い
に
律
の
教
え
を
守
り
、
そ
れ
を
破
る
こ
と
が

な
か
っ
た
か
否
か
、
反
省
し
、
懺
悔
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
僧
院
定
住
が
確
立
す
る
と
、
比
丘
は
常
に
共
住
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
雨
安
居
の
と
き
の
み
で
は
な
く
日
常
の
こ
と
と
し
て
こ
の
種
の
反
省
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
布
薩
で
あ
る
。

比
丘
の
布
薩
と
は
毎
月
二
回
、
満
月
の
日
と
新
月
の
日
と
に
サ
ン
ガ
の
比
丘
全
員
が
一
堂
に
集
ま
り
、
波
羅
提
木
叉
と
い
う
比
丘
の
守

る
べ
き
戒
律
の
条
項
が
読
み
あ
げ
ら
れ
る
。
大
き
な
罪
を
犯
し
た
も
の
は
別
個
に
処
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
比
丘
は
こ
こ
に
出

て
き
て
い
な
い
。
比
較
的
軽
微
の
犯
戒
が
こ
こ
で
は
告
白
懺
悔
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
が
比
丘
の
聖
性
、
ひ
い
て
は
サ
ン
ガ
の
清

浄
性
を
一
貫
し
て
保
た
せ
て
き
た
機
能
は
大
き
い
と
い
わ
れ
る
。

サ
ン
ガ
に
入
っ
た
比
丘
・
比
丘
尼
が
守
る
べ
き
規
則
を
集
め
た
も
の
を

波
羅
提
木
叉

（P
a
tim

o
k
k
h
a
;
P
ra
tim

o
k
sa
su
tra

）
と
呼

び
、
漢
訳
の

波
羅
提
木
叉

は
そ
の
音
訳
で
あ
り
、
意
訳
し
て

別
解
脱

と
も
訳
さ
れ
、
さ
ら
に

戒
経

戒
本

の
訳
も
あ
る
。

戒
経
に
は

比
丘
戒
経

と

比
丘
尼
戒
経

と
が
あ
る
。
比
丘
僧
伽
の
秩
序
維
持
に
適
用
さ
れ
た
も
の
が
比
丘
戒
経
で
あ
り
、
比
丘
尼

僧
伽
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
比
丘
尼
戒
経
で
あ
る
。
現
在
で
は
前
者
は
二
百
五
十
条
前
後
、
後
者
は
三
百
四
十
条
前
後
の
条
文
よ
り
成
り

立
っ
て
い
る
。
比
丘
戒
と
比
丘
尼
戒
と
で
は
相
互
に
共
通
な
条
文
が
あ
り
、
こ
れ
を

共
戒

と
い
う
。
共
戒
は
約
二
百
条
で
あ
り
、
残

り
は
そ
れ
ぞ
れ
比
丘
・
比
丘
尼
の
戒
で
あ
る
。
こ
れ
を

不
共
戒

と
い
う
。

現
在
私
達
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し
て
は
、
種
々
な
る
部
派
が
伝
持
し
た
、
戒
経
十
余
種
が
あ
る
。
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の

パ
ー
リ
律
戒
経

、
大
衆
部
の

摩

僧
祇
律
戒
本

、
化
地
部
の

五
分
律
戒
本

、
法
蔵
部
の

四
分
律
戒
本

、
説
一
切
有
部
系
の

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

三



鼻
奈
耶

十
誦
律

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
律
の
条
数
に
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
波
羅
夷
・
僧
残
・
捨
堕
、
波
逸
提
等
、
重
要
な

も
の
の
条
文
に
は
諸
律
に
合
致
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
原
始
仏
教
時
代
か
ら
確
定
し
て
い
た
と

え
ら
れ
て
い
る
。

比
丘
の
波
羅
提
木
叉
は
八
節
あ
り
、

四
分
律

で
は
二
百
五
十
条
（
パ
ー
リ
ー
律
で
は
二
百
二
十
七
条
）
よ
り
な
っ
て
い
る
。

波
羅
夷
法

四
条

僧
残
法

十
三
条

不
定
法

二
条

捨
堕
法

三
十
条

波
逸
提
法

九
十
条
（
パ
ー
リ
律
で
は
九
十
二
条
）

波
羅
提
提
舎
尼

四
条

衆
学
法

百
条
（
パ
ー
リ
律
で
は
七
十
五
条
）

滅

法

七
条

第
一
の

波
羅
夷
法

は

不
可
悔
法

と
い
っ
て
懺
悔
の
許
さ
れ
な
い
罪
で
あ
り
、
こ
れ
を
犯
せ
ば
僧
伽
か
ら
追
放
さ
れ
る
重
罪
で

あ
る
。
一
度
、
波
羅
夷
法
を
犯
し
た
者
は
望
ん
で
も
再
び
僧
伽
に
復
帰
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

波
羅
夷

は
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ

（p
a
ra
jik
a

）
を
音
訳
し
た
言
葉
で
、
不
共
住
、
共
に
生
活
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
波
羅
夷
法
は
婬
、
盗
、
断
人
命
、
大
妄
語

の
四
条
で
あ
る
。

婬

に
つ
い
て
は
、
人
間
の
異
性
の
み
な
ら
ず
、
畜
生
と
の
交
接
を
も
波
羅
夷
と
断
ず
る
。

盗

は
、
国
法
で
死
刑

あ
る
い
は
捕
縛
、
あ
る
い
は
追
放
に
相
当
す
る
盗
を
犯
し
た
と
き
に
波
羅
夷
と
な
る
。

殺

の
な
か
で
は
、
と
く
に
人
間
（
胎
児
を
含

む
）
を
殺
し
た
場
合
が
波
羅
夷
と
な
る
。

妄
語

の
な
か
で
は
、
悟
り
を
得
な
い
比
丘
が
、
い
つ
わ
っ
て
悟
り
を
得
た
と
称
し
（
妄
説

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

四



得
上
人
法
）、
信
者
の
布
施
を
受
け
る
場
合
を
波
羅
夷
と
す
る
。
条
文
の
表
現
に
つ
い
て
は
諸
資
科
間
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
と
く

に
条
文
の
数
と
、
そ
の
順
序
と
に
つ
い
て
は
諸
資
科
間
の
差
異
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
四
条
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
順
序
が
婬
、
盗
、

殺
、
妄
の
順
序
で
あ
る
こ
と
と
が
、
部
派
分
裂
以
前
の
原
始
仏
教
の
戒
経
に
お
け
る
波
羅
夷
法
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
僧
残
法
は
こ
れ
を
犯
し
た
比
丘
に
僧
伽
の
決
議
に
よ
っ
て
罪
を
与
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
故
出
精
戒
・
摩
触
女
人
戒
・
与
女

人
麁
悪
語
戒
な
ど
十
三
条
よ
り
な
る
。
こ
れ
を
犯
す
と
現
前
僧
伽
の
面
前
で
懺
悔
を
課
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
七
日
間
の
謹
慎
を
行
な
い
、

そ
の
後
で
僧
伽
は
出

罪

磨
を
行
な
い
、
罪
は
解
除
さ
れ
る
。
僧
残
は
波
羅
夷
に
つ
ぐ
重
罪
で
あ
る
が
、
僧
伽
に
残
る
罪
と
い
う
こ
と

で
僧
残
と
い
う
。
破
僧
と
い
う
罪
は
五
逆
罪
の
一
つ
で
非
常
に
重
い
罪
で
あ
る
が
、
僧
残
法
の
中
に
入
っ
て
お
り
、
僧
伽
か
ら
追
放
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
懺
悔
を
す
れ
ば
許
さ
れ
る
。

第
三
の
不
定
法
と
は

定
ま
ら
な
い
罪

の
場
合
で
あ
る
。
屛
処
不
定
戒
と
露
処
不
定
戒
の
二
条
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
に
関
す
る
問
題

で
あ
る
。
暗
い
部
屋
、
閉
め
き
っ
た
部
屋
の
中
に
女
性
と
二
人
で
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
何
も
し
て
い
な
く
て
も
波
逸
提
罪
と
な
る
。

し
か
し
そ
の
際
、
女
性
と
性
交
を
し
て
い
た
ら
波
羅
夷
罪
に
な
る
。
比
丘
は
理
由
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
単
独
で
女
性
と
一
諸
に
い
て

は
い
け
な
い
と
い
う
規
則
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
女
性
と
一
緒
に
い
る
場
合
を
見
つ
け
ら
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
罪

が
決
ま
る
の
で
不
定
と
い
う
。
調
べ
て
か
ら
決
ま
る
の
で
不
定
法
と
い
う
。

第
四
の
捨
堕
法
（
尼
薩
耆
波
逸
提
）
三
十
条
は
比
丘
の
所
有
物
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
。
三
衣
や
鉢
な
ど
の
所
有
を
許
さ
れ
て
い
る
物

で
も
、
余
分
に
所
有
す
る
こ
と
や
、
不
正
な
入
手
が
禁
止
さ
れ
、
金
銀
の
ご
と
く
所
有
を
禁
止
さ
れ
た
物
の
所
有
、
売
買
、
交
易
の
禁
止

な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
条
長
衣
戒
に
は
、
比
丘
は
余
分
な
衣
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

長
衣

（
余
分
な
衣
）
を

持
っ
て
い
て
十
日
を
過
ぎ
る
と
捨
堕
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
長
衣
は
僧
伽
に
提
出
し
（
捨
す
）
て
し
か
る
の
ち
波
夜
提
の

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

五



懺
悔
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
懺
悔
は
僧
伽
に
対
し
て
な
す
必
要
は
な
い
。（
僧
残
罪
と
は
こ
の
点
が
異
な
る
）、
二
・
三
人
の
比
丘
の
前

に
懺
悔
を
な
せ
ば
許
さ
れ
る
。
な
お
捨
し
た
物
は
懺
悔
が
す
ん
だ
後
で
本
人
に
還
付
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
本
人
は
そ
れ
を
罪
に
触

れ
な
い
よ
う
に
適
宣
に
処
分
す
る
。
た
だ
し
金
銀
銭
宝
の
ご
と
く
所
有
を
全
く
禁
止
し
て
い
る
物
は
還
付
さ
れ
な
い
。

第
五
は
波
逸
提
法
で
あ
る
。

四
分
律

五
分
律

十
誦
律

な
ど
で
は
九
十
条
、

パ
ー
リ
律

や

僧
祇
律

は
九
十
二
条
あ
る
。

条
文
が
多
い
た
め
に
諸
資
料
の
間
に
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
妄
語
や
両
舌
な
ど
の
道
徳
で
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、
僧
伽
の

秩
序
に
従
わ
な
い
こ
と
、
食
物
や
衣
の
入
手
の
規
則
な
ど
、
種
々
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
破
る
と
懺
悔
が
課
せ
ら
れ
る
。
他

の
比
丘
の
前
で
懺
悔
を
す
れ
ば
そ
の
罪
は
許
さ
れ
る
。
懺
悔
を
し
て
も
な
お
そ
の
罪
を
追
求
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
六
は
波
羅
提
提
舎
尼
、
四
条
で
あ
る
。
波
羅
提
提
舎
尼
は

対
首
懺

と
も
訳
さ
れ
、
一
人
の
比
丘
前
に
自
己
の
罪
を
告
白
懺
悔
し

て
許
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
食
物
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
。
受
く
べ
き
で
な
い
食
物
を
受
け
て
食
べ
て
し
ま
っ
て
か
ら
気

が
つ
い
た
場
合
の
懺
悔
で
あ
る
。
罪
は
波
逸
提
よ
り
も
さ
ら
に
軽
い
。

第
七
は
衆
学
法
で
あ
る
。

四
分
律

で
は
百
条

五
分
律

で
は
百
一
条
、

パ
ー
リ
律

は
七
十
五
条
、

僧
祇
律

は
六
十
六
条

な
ど
諸
律
間
の
不
一
致
が
あ
る
。
衆
学
法
は
乞
食
の
仕
方
や
、
説
法
の
仕
方
、
そ
の
ほ
か
行
儀
作
法
に
関
す
る
規
則
を
集
め
た
も
の
で
あ

る
。
破
っ
て
も
心
中
で
懺
悔
を
す
れ
ば
よ
い
。

第
八
は
滅

法
、
七
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
僧
伽
に

い
が
生
じ
た
場
合
に
、
僧
伽
の
長
老
比
丘
は
こ
の
七
種
の
滅

法
に
よ
っ
て
遅
滞

な
く

い
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
長
老
比
丘
た
ち
が
解
決
方
法
を
誤
っ
た
場
合
に
、
悪
作
罪
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の

で

５
あ
る
。 懺

悔
と
祈
り
（
島

義

）
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大
乗
の

大
般
涅
槃
経

巻
十
九
に
懺
悔
が
慚
愧
と
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
。
父
王
を
殺
す
と
い
う
五
逆
罪
の
一
つ
を
犯
し
、
阿
鼻
地

獄
に
お
ち
る
自
ら
の
運
命
に
恐
れ
お
の
の
き
、
救
い
を
求
め
る
阿

世
王
の
と
こ
ろ
に
耆
婆
と
い
う
名
医
が
き
て
語
る
に
。

善
き
哉
、
善
き
哉
。
王
罪
を
作
る
と

も
心
に
重
悔
を
生
じ
、
慚
愧
を
懐
く
。
諸
仏
世
尊
は
常
に
是
の
言
を
説
き
た
も
う
。
二

つ
の
白
法
有
し
て
能
く
衆
生
を
救
う
。
一
に
は
慚
、
二
に
は
愧
な
り
。
慚
と
は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、
愧
と
は
他
を
教
え
て
作
ら
し
め

ず
。
慚
と
は
内
自
ら
羞
恥
し
、
愧
と
は
発
露
し
て
人
に
向
う
。
慚
と
は
人
に
羞
じ
、
愧
と
は
天
に
羞
ず
。
是
れ
を
慚
愧
と
名
づ
く
。

慚
愧
無
き
者
は
名
づ
け
て
人
と
為
さ
ず
、
名
づ
け
て
畜
生
と
為
す
。
慚
愧
有
る
が
故
に
則
ち
父
母
師
長
を
能
く
恭
敬
す
。
慚
愧
有
る

が
故
に
父
母
兄
弟
姉
妹
有
り
と
説
く
。
善
き
哉
、
大
王
よ
。
具
さ
に
慚
愧
有

６

り
。

耆
婆
が
言
う
に
は
、
王
は
罪
を
作
っ
た
け
れ
ど
も
心
に
重
悔
を
生
じ
慚
愧
を
お
も
ち
で
す
。
大
王
よ
、
諸
仏
世
尊
は
こ
の
よ
う
に
説
い

て
お
ら
れ
ま
す
。
衆
生
を
救
う
二
つ
の
白
法
（
善
行
）
が
あ
る
。
一
つ
は
慚
、
一
つ
は
愧
で
あ
る
。
慚
と
は
自
分
が
罪
を
作
ら
な
い
こ
と
、

愧
と
は
他
人
に
罪
を
つ
く
ら
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
慚
と
は
自
分
の
心
に
恥
じ
る
こ
と
、
愧
と
は
天
に
対
し
て
恥
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
を
慚
愧
と
い
う
。
慚
愧
の
な
い
も
の
は
人
と
呼
ば
れ
ず
、
畜
生
と
呼
ば
れ
る
。
慚
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
父
母
や
先
生
年
長
者
を
敬
う
気
持

が
生
じ
、
慚
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
父
母
兄
弟
姉
妹
の
区
別
あ
り
と
説
く
の
で
あ
る
と
。
結
構
で
す
。
大
王
よ
、
あ
な
た
は
立
派
に
慚
愧
を
お

も
ち
で
す
。
耆
婆
は
さ
ら
に
語
る
。

大
王
よ
、
且
ら
く
お
聴
き
下
さ
い
。
私
は
仏
が
説
か
れ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
智
者
に
二
有
り
。
一
は
諸
の
悪
を
作
ら

ず
。
二
は
作
っ
て
も
已
に
懺
悔
す
。
愚
者
に
亦
二
あ
る
。
一
は
罪
を
作
り
。
二
は
覆
蔵
す
。
先
に
悪
を
作
る
と
雖
も
、
後
に
能
く
発
露
す
。

悔
い
て
、
已
に
慚
愧
し
、
更
に
敢
え
て
作
ら
ず
。
猶
し
濁
水
に
明
珠
之
を
置
く
が
如
し
。
珠
の
威
力
を
以
っ
て
水
即
ち
清
と
為
る
。
烟
雲

除
け
ば
月
則
ち
清
明
と
な
る
。
悪
を
作
り
能
く
悔
い
る
亦
復
、
是
の
如
し
。
王
若
し
懺
悔
し
、
慚
愧
を
懐
け
ば
、
罪
即
ち
除
滅
す
。
清
浄

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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な
る
こ
と
本
の
如

７

し
。

仏
が
説
か
れ
る
に
は
、
智
者
に
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
全
く
悪
を
作
ら
な
い
人
。
一
つ
は
悪
を
つ
く
っ
て
も
懺
悔
す
る
人
で
あ
る
。
愚

者
に
も
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
罪
を
つ
く
る
人
、
一
つ
は
罪
を
つ
く
っ
て
隠
す
人
で
あ
る
。
先
に
悪
事
を
お
こ
な
っ
て
も
、
あ
と
で
そ
れ

を
告
白
し
、
反
省
し
て
慚
愧
し
、
二
度
と
そ
れ
を
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
濁
り
水
に
明
珠
を
入
れ
た
の
と
同
じ
で
す
。
明
珠

の
力
で
水
が
澄
ん
で
き
ま
す
。
雲
が
消
え
て
、
月
が
清
ら
か
に
輝
き
わ
た
る
の
と
同
じ
で
す
。
悪
を
お
こ
な
っ
て
も
、
懺
悔
を
す
れ
ば
、

こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。
王
も
懺
悔
し
、
慚
愧
の
念
を
お
も
ち
に
な
れ
ば
、
罪
は
消
え
て
も
と
の
よ
う
に
清
ら
か
に
な
り
ま

８
す
。

罪
を
つ
く
っ
て
隠
す
人
に
は
煩
悩
が
つ
き
ま
と
う
が
隠
さ
な
い
人
に
は
煩
悩
が
つ
き
ま
と
わ
な
い
。
告
白
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
り
煩
悩

が
つ
か
な
い
。
も
し
罪
を
つ
く
っ
た
ら
、
そ
れ
を
隠
し
て
は
い
け
な
い
。
隠
さ
れ
な
け
ば
、
罪
は
軽
く
な
る
。
さ
ら
に
慚
愧
す
れ
ば
罪
は

消
滅
す
る
の
で
あ

９
る
。

涅
槃
経

に
説
か
れ
る
懺
悔
は
慚
愧
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
深
い
慚
愧
心
を
も
っ
て
懺
悔
す
れ
ば
罪
が
清
め
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
懺
悔
に
は
罪
を
浄
化
す
る
力
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た

波
羅
提
木
叉

に
お
け
る
犯
戒
の
罪
の
懺
悔
よ
り
、
さ
ら
に
進

ん
で
、
罪
業
の
消
滅
に
た
い
す
る
祈
り
と
も
い
え
る
懺
悔
へ
と
発
展
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
大
乗
仏
教
に
お
い
て
懺
悔
が
修
行
方
と
し
て

重
要
視
さ
れ
る
に
至
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

大
乗
の

梵
網
経

下
巻
に
も
懺
悔
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

菩
薩
戒
を
受
戒
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
仏
菩
薩
の
形
像
前
に

お
い
て
自
誓
受
戒
し
、
当
に
七
日
、
仏
前
に
懺
悔
す
べ
し

と
述
べ
、
仏
菩
薩
の
前
に
至
心
に
過
去
の
罪
過
を
懺
悔
す
べ
き
こ
と
を
説
い

て
い

10
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
作
法
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
和
上
（
和
尚
）
と
阿

梨
は
七
遮
罪
（
七
逆
罪
）
が
あ

る
か
否
か
を
問
い
、
今
生
で
七
遮
罪
を
犯
し
た
者
に
は
菩
薩
戒
を
授
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
七
逆
罪
と
は
、
出
仏

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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身
血
・
殺
父
・
殺
母
・
殺
和
上
・
殺
阿

梨
・
破

磨
転
法
輪
僧
・
殺
聖
人
で
あ
る
。

た
だ
し
、

十
戒

（
十
重
）
を
犯
し
て
い
る
者
に
は

教
え
て
懺
悔
せ
し
め
、
仏
菩
薩
の
形
像
前
に
在
り
て
、
日
夜
六
時
に
十
重
、
四

十
八
軽
戒
を
誦
せ
し
む

と
あ
り
、
大
乗
戒
で
あ
る

十
重
禁
戒

と

四
十
八
軽
戒

を
誦
し
て
、
仏
菩
薩
の
前
に
懺
悔
す
べ
き
こ
と

を
示
し
て
い

11
る
。

梵
網
経

は
羅
什
（
三
三
四
｜
四
一
三
年
）
の
訳
出
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
五
世
紀
に
中
国
で
述
作
さ
れ
た

と
見
ら
れ
て
い

12
る
。

曇
無

（
三
八
五
｜
四
三
三
年
）
が

涅
槃
経

を
訳
し
た
の
が
四
一
一
年
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
五
世
紀
に
は

涅
般
経

も
中
国

に
流
布
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
世
紀
の
中
国
に
お
い
て
、
懺
悔
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
新
し
い
理
解
と
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

大
乗

と
い
う
言
葉
を
最
初
に
掲
げ
た
の
は
、
一
世
紀
に
成
立
し
た

八
千
頌
般
若
経

で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
、
お
そ
ら
く

西
暦
紀
元
こ
ろ
か
ら
、
原
始
大
乗
経
典
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
多
く
の
経
典
が
作
ら
れ

13
た
。
こ
の
原
始
大
乗
経
典
の
中
に

三
品
経

と
い

う
経
典
が
存
在
し
、
そ
の
成
立
は
紀
元
前
に
遡
る
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
早
く
散
佚
し
て
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ

が
、
後
漢
の
霊
帝
（
一
六
八
｜
一
八
九
年
）
の
時
に
安
玄
と
厳
仏
調
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た

法
鏡
経

に
こ
の

三
品
経

の
こ
と
が

言
及
さ
れ
て
お
り
、
在
家
菩
薩
が
塔
寺
（
廟
）
に
詣
で
る
前
に
懺
悔
し
て
心
を
き
よ
め
る
こ
と
を
説
き
、

三
品
経

を
誦
し
て
、
悔
過

を
行
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

14
る
。

こ
こ
に
言
わ
れ
る

三
品
経

と
は
懺
・
随
・
勧
の
三
品
行
を
説
く
経
典
を
さ
す
も
の
と

え
ら
れ
、
し
か
も
諷
誦
に
便
利
な
小
篇
の

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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経
典
と
し
て
、
竺
法
護
が
三
〇
三
年
に
訳
し
た

舎
利
弗
悔
過
経

（
一
巻
）
が
得
ら
れ

15
る
。

舎
利
弗
悔
過
経

に
は
懺
悔
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

釈
尊
が
霊
鷲
山
に
お
い
て
、
千
二
百
五
十
人
の
比
丘
と
千
人
の
菩
薩
と
共
に
お
ら
れ
た
時
、
舎
利
弗
が
仏
道
を
求
め
る
者
が
も
し
前
世

に
悪
を
作
せ
ば
、
ど
の
よ
う
に
悔
過
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
と
問
う
た
の
に
答
え
ら
れ
て
、
阿
羅
漢
道
・
辟
支
仏
道
・
仏
道
を
求
め
る
者
、

去
来
の
事
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
昼
夜
六
時
に

漱
し
衣
服
を
整
え
叉
手
し
て
十
方
を
礼
拝
し
、
次
の

悔
過
の
文

を
語
る
べ
き

で
あ
る
と
説
示
さ
れ
る
。
そ
の
大
要
は
、

私
が
過
去
無
数
劫
以
来
犯
し
た
過
悪
、
今
世
に
お
い
て
犯
し
た
婬

・
瞋
恚
・
愚
癡
、
仏
・
法
・
比
丘
僧
を
知
ら
ず
、
善
悪
を
知

ら
ず
、
身
・
口
・
意
に
過
悪
を
犯
し
、
仏
を
害
せ
ん
と
欲
し
、
経
道
を
嫉
悪
（
誹
謗
）
し
、
比
丘
僧
を
闘
わ
し
、
阿
羅
漢
を
殺
し
、

父
母
を
殺
し
、
身
三
・
口
四
・
意
三
（
の
十
悪
）
を
犯
し
、（
即
ち
）
自
ら
殺
生
し
人
に
教
え
て
殺
生
さ
せ
、
人
の
殺
生
を
見
て
喜

び
、
自
ら
盗
を
行
じ
人
に
教
え
て
盗
ま
せ
、
人
の
盗
む
を
見
て
喜
び
、
自
ら
人
を
欺
き
…
…
自
ら
両
舌
し
…
…
自
ら
罵
詈
し
…
…
自

ら
妄
言
し
…
…
自
ら
嫉
妬
し
…
…
自
ら
貪

し
…
…
自
ら
信
せ
ず
人
に
教
え
て
不
信
な
ら
し
め
、
人
の
不
信
を
見
て
喜
び
、
作
善
得

善
・
作
悪
得
悪
を
信
ぜ
ず
し
て
人
の
作
悪
を
喜
び
、
自
ら
仏
寺
中
の
神
物
も
し
く
は
比
丘
僧
の
財
物
を
盗
み
、
人
に
教
え
て
盗
ま
せ

て
喜
び
、
自
ら
称
を
軽
く
し

を
小
さ
く
し
尺
を
短
か
く
し
て
人
を
欺
い
て
損
害
を
与
え
、
他
人
が
そ
う
す
る
の
を
喜
び
…
…
泥

・
禽
獣
・

・
人
な
ど
の
五
道
に
生
ま
れ
て
過
悪
を
犯
し
、
父
母
に
孝
な
ら
ず
、
師
に
孝
な
ら
ず
、
善
友
を
敬
わ
ず
、
善
き
沙

門
道
人
を
敬
わ
ず
、
長
老
を
敬
わ
ず
、
父
母
を
軽
易
し
、
阿
羅
漢
道
を
求
め
る
者
・
辟
支
仏
道
を
求
め
る
者
を
軽
易
し
誹
謗
し
嫉
妬

し
、
仏
道
を
見
て
は
非
な
り
と
言
い
、
悪
道
を
見
て
は
是
な
り
と
言
い
、
正
を
見
て
は
不
正
と
言
い
、
不
正
を
見
て
は
正
と
言
う
、

私
が
作
し
た
こ
れ
ら
の
過
悪
を
十
方
諸
仏
に
た
い
し
懺
悔
い
た
し
ま
す
。
願
わ
く
は
私
を
し
て
今
世
に
こ
の
よ
う
な
過

を
被
ら
ざ

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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ら
し
め
ん
こ
と
を
。
十
方
諸
仏
に
哀
（
愍
）
を
求
め
ま
す
所
以
は
、
仏
は
よ
く
洞
視
徹
聴
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
、
仏
前
に
お
い
て

は
欺
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
決
し
て
過
悪
を
覆
蔵
せ
ず
、
今
よ
り
後
は
す
べ
て
犯
し
ま
せ

16
ん
。

以
上
の
よ
う
に

舎
利
弗
悔
過
経

の
懺
悔
の
文
は
、
過
去
無
数
劫
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
過
悪
を
十
方
諸
仏
に
む
か
っ
て
懺
悔
す
る
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
自
己
の
罪
悪
を
隠
す
こ
と
な
く
あ
ら
わ
に
告
白
す
る
こ
と
で
終
っ
て
い
る
。
十
方
諸
仏
に
た
い
し
て
懺
悔
す
る
の

は
、
十
方
世
界
に
現
在
す
る
と
い
う

現
在
他
方
仏

の
思
想
を
前
提
と
し
て
い
る
。
過
去
無
数
劫
以
来
の
自
分
の
行
為
を

よ
く
洞

視
徹
聴
し
た
も
う

諸
仏
が
十
方
に
現
在
す
る
。
し
か
も
諸
仏
は
大
慈
大
悲
の
救
済
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
諸
仏
に
発
露
懺
悔
す
れ
ば
、

諸
仏
の
哀
愍
の
力
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
が
与
え
ら
れ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
に
は
懺
悔
の
功
徳
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
三

悪
道
に
堕
ち
た
く
な
い
者
、
辺
地
に
生
ま
れ
た
く
な
い
者
…
…
女
身
を
転
じ
て
男
子
と
な
り
た
い
者
、
四
沙
門
果
を
得
た
い
者
、
辟
支

仏
の
悟
り
を
得
た
い
者
、
去
来
の
事
を
知
り
た
い
者
、
仏
道
を
得
た
い
者
は
懺
悔
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
天
下
の
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
を
供
養
す
る
こ
と
千
歳
な
ら
ん
も
、
悔
過
経
を
持
し
て
昼
夜
各
三
（
時
）
に
過
読
す
る
こ
と
一
日

に
如
か
ず
。
そ
の
福
を
得
る
や
、
天
下
の
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
に
供
養
す
る
に
勝
る
こ
と
、
百
倍
千
倍
万
倍
億
倍
な

17
り

と
い
う
文
で

舎
利
弗
悔
過
経

は
結
ば
れ
て
い
る
。

同
じ
く
竺
法
護
が
訳
し
た

郁
迦
羅
越
問
菩
薩
行
経

に
も

当
に
三
品
法
経
を
調
誦
し
、
一
切

諸
の
悪
行
を
棄
つ

と

三
品
経

を
説
い
て
お
り
、

大
宝
積
経

郁
伽
長
者
会

で
は

三
分
を
修
行
し
、
三
分
法
を
誦
し
、
専
心
に
諸
の
不
善
業
を
悔
過
し

と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
訳

郁
伽
長
者
会

に
も

三
章
よ
り
成
る
経
説

（

三
品
経

）
を
読
誦
す
べ
き
で
あ
る

と
あ

18
る
。こ

の
経
は

シ
ク
シ
ャ
ー
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ

（Ś
ik
sa
sa
m
u
cca

y
a

）
に
、

ま
た
聖
郁
伽
長
者
所
問
経
に
も
、
夜
に
三
度
、
昼
三
度
、
浄

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

一
一



め
の
た
め
に
、
清
浄
な
る
衣
を
着
て
、
三
品
経
を
読
誦
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

と
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

三
品

と
は

悪
業
の
懺
悔

（p
a
p
a
d
esa

n
a

）、

福
業
へ
の
随
喜

（p
u
n
y
a
n
u
m
o
d
a
n
a

）、

諸
仏
の
勧
請

（b
u
d
d
h
a
d
h
y
esa

n
a

）
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
品
の
原
語
を
知
る
こ
と
が
で

19
き
る
。

漢
訳

大
乗
集
菩
薩
学
論

巻
二
一
に
は

又
、
最
上
問
経
（

聖
郁
伽
長
者
所
問
経

）
に
云
わ
く
、
昼
夜
六
時
に
新
浄
衣
を
著
し
、

諸
仏
を
礼
敬
し
、
常
に
尊
重
を
生
じ
、
次
第
に
修
作
し
、
普
賢
行
を
成
ず
。
又
、
三

20
聚
経
に
説
か
く
、
頭
面
接
足
し
て
諸
仏
を
礼
敬
し
、

即
ち
能
く
一
切
の
罪
垢
を
懺
除
す
。
三
聚
と
は
、
懺
悔
・
勧
請
・
福
を
随
喜
す
る
等
を

21
謂
う
。

と
あ
る
。
こ
こ
に

普
賢
行
を
成
ず

と
あ
る
の
は
、

華
厳
経

の

普
賢
菩
薩
の
行
願

を
指
す
と
見
ら
れ
、
懺
悔
・
随
喜
・
勧
請
等
に
よ
っ
て
普
賢
の
行
願
を
達
成
せ
ん

と
欲
す
る
の
意
で
あ
ろ
う
。

四
十
華
厳

の

普
賢
行
願
品

に
は
、
普
賢
菩
薩
の

十
種
広
大
行
願

が
説
か
れ
る
。
１
礼
敬
諸
仏
、
２
称
讃
如
来
、
３
広
修

供
養
、
４
懺
悔
業
障
、
５
随
喜
功
徳
、
６
請
転
法
輪
、
７
請
仏
住
世
、
８
常
随
仏
学
、
９
恒
順
衆
生
、
10
普
賢
廻
向
で

22
あ
る
。
こ
の
中
、

４
は

三
品
経

の

懺
悔

に
、
５
は

随
喜

に
、
６
と
７
と
は

勧
請

に
当
る
と
見
ら
れ
、

三
品
経

の
三
法
が
発
展
し
て

華
厳
経

の
十
大
願
に
な
っ
た
と

え
ら
れ
て
い
る
。
普
賢
の
十
大
願
の
中
で
も
、
第
四
の

懺
悔
業
障

が
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
菩
薩
心
を
お
こ
し
て
も
、
業
障
が
あ
る
と
そ
れ
に
障
え
ら
れ
て
修
行
は
進
ま
な
い
。
し
か
も
自
己
に
い
か
な
る
業
障
が
あ
る
か

自
己
に
は
分
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
菩
薩
に
は
業
障
に
た
い
す
る
深
い
怖
れ
が
あ
る
。
そ
の
業
障
を
懺
悔
に
よ
っ
て
浄
化
せ
ん
と
す
る
の

で
あ
る
。

三
品
経

の
懺
悔
が
、

華
厳
経

に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
行
法
と
し
て
深
化
し
て
い
る
の
で

23
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の

普
賢
行
願
品

の
最
後
に
お
か
れ
て
い
る

普
賢
行
願
讃

の

中
に
あ
る

我
昔
所
造
諸
悪
業

皆
中
無
始
貪

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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瞋
癡

従
身
語
意
之
所
生

一
切
我
皆
懺

24
悔

は
、
礼
仏
の
際
の

懺
悔
文

と
し
て
大
変
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
梵
本
に
は
、

貪
り

や
瞋
り
や
愚
か
さ
の
ゆ
え
に
、
身
と
語
と
同
じ
く
意
に
よ
っ
て
私
が
悪
を
作
し
た
、
そ
の
す
べ
て
を
私
は
懺
悔
し
ま

25
す

と
あ
る
。

華
厳
経

十
地
品

（

十
地
経

）
の
注
釈
と
さ
れ
る

十
住
毘
婆
沙

26
論

に
は
懺
・
勧
・
随
・
廻
の
四
悔

廻
向
が
加
わ
っ
た

だ
け
で
な
く
随
喜
と
勧
請
の
順
序
が
逆
に
な
る

が
説
か
れ
る
。

除
業
品

の
初
め
に
、

但
だ
阿
弥
陀
仏
等
の
諸
仏
を
憶
念
し
及
び

余
の
菩
薩
を
念
じ
て
阿
惟
越
致
を
得
る
や
。
更
に
余
の
方
便
有
り
や

、
信
方
便
の
易
行
の
ほ
か
に
、
不
退
の
位
に
到
る
方
便
は
な
い
の

か
と
い
う
問
い
に
、

阿
惟
越
致
を
求
め
る
者
は
、
但
だ
憶
念
し
、
礼
敬
す
る
の
み
に
非
ず
、
復
た
応
に
諸
の
仏
所
に
於
い
て
懺
悔
し
、

勧
請
し
、
随
喜
し
、
廻
向
す
べ
27し

。

と
答
え
、
懺
悔
・
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
の
四
悔
（
四
悔
過
、
四
品
行
）
は
、
菩
薩
が
不
退
の
位
に
到

る
方
便
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
先
ず
、
懺
悔
か
ら
説
き
明
か
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

仏
は
自
か
ら
懺
悔
の
法
を
説
き
た
も
う
。

若
し
菩
薩
は
罪
を
懺
悔
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
応
さ
に
是
の
言
を
作
す
べ
し

と
あ
り
、

懺
悔
の

28
文

が
示
さ
れ
る
。

…
…
我
れ
今
身
口
意
を
以
っ
て
頭
面
に
現
在
の
諸
も
ろ
の
仏
足
を
礼
す
。
諸
仏
は
知
者
、
見
者
に
し
て
、
世
間
の
眼
、
世
間
の
燈

な
り
。
我
れ
無
始
の
生
死
よ
り
已
来
起
こ
す
所
の
罪
業
あ
っ
て
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
癡
の
た
め
に
逼
め
ら
れ
る
故
に
、
或
る
い
は
身
口
意

に
多
く
衆
悪
を
作
り
、
或
る
い
は
悪
心
を
以
っ
て
仏
身
よ
り
血
を
出
し
、
或
る
い
は
正
法
を
毀
滅
し
、
衆
僧
を
破
壊
し
、
真
人
・
阿
羅

漢
を
殺
す
。
或
る
い
は
自
か
ら
十
不
善
道
を
行
じ
、
或
る
い
は
他
を
教
え
て
行
ぜ
し
め
、
或
る
い
は
復
た
随
喜
す
。
若
し
は
衆
生
に
愛

語
せ
ざ
る
こ
と
有
り
、
若
し
は
斗
秤
を
以
っ
て
欺
誑
し
て
人
を
侵
し
、
諸
も
ろ
の
邪
行
を
以
っ
て
衆
生
を
悩
乱
す
。
或
る
い
は
父
母
に

孝
せ
ず
、
或
る
い
は
塔
物
及
び
四
方
僧
物
を
盗
む
。
仏
の
説
く
所
の
経
戒
を
或
る
い
は
毀
破
す
る
こ
と
有
り
、
和
尚
、
阿

梨
に
違
逆

す
。
…
…
今
、
是
の
罪
を
以
っ
て
現
在
の
諸
仏
、
知
者
、
見
者
、
証
者
の
所
に
於
い
て
尽
く
皆
な
発
露
し
て
敢
え
て
覆
蔵
せ
ず
、
今
よ

り
以
後
敢
え
て
復
た
作
さ
ず
、
…
…
過
去
・
未
来
・
現
在
の
諸
も
ろ
の
菩
薩
に
し
て
仏
道
を
求
め
る
者
は
、
悪
業
の
罪
を
懺
悔
す
る
に
、

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）
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已
に
懺
悔
し
、
今
に
懺
悔
し
、
当
さ
に
懺
悔
す
る
が
如
く
、
我
れ
も
亦
た
是
の
如
く
悪
業
の
罪
を
懺
悔
し
て
、
敢
え
て
覆
蔵
せ
ず
、
後

ち
に
復
た
作
ら
ざ
ら

29

ん
。

自
ら
の
罪
と
し
て
三
毒
の
煩
悩
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
衆
悪
を
つ
く
り
、
五
逆
謗
法
、
十
不
善
道
、
世
間
に
お
け
る
人
間
の
道
に
も
と
り
、

僧
伽
や
阿

梨
の
よ
う
に
尊
ぶ
べ
き
も
の
に
そ
む
く
、
こ
の
よ
う
な
罪
を
覆
い
か
く
す
こ
と
な
く
発
露
懺
悔
す
る
こ
と
が
、
懺
悔
で
あ
る

と
説
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
仏
の
前
で
公
に
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
罪
を
懺
悔
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
恥
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が

後
に
自
ら
悪
を
な
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

30
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
罪
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
よ
り
深
い
自
覚
の
も
と
に
、

懺
悔
滅
罪

、
懺
悔
の

功
徳
に
よ
っ
て
一
切
の
罪
業
を
滅
し
て
清
ら
か
に
な
る
こ
と
が
願
わ
れ
、
懺
悔
の
意
味
す
る
も
の
も
、
滅
罪
の
祈
り
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
と
理
解
さ
れ
る
。

註

１

懺
悔
の
語
義
、
原
語
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
著
作
集
第
七
巻

浄
土
思
想
と
大
乗
戒

懺
悔
と
ク
シ
ャ
マ

に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
懺
悔
の
原
語
を

ク
シ
ャ
マ

（k
sa
m
a

）
と
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。

２

中
村
元
選
集
、
第
一
七
巻

原
始
仏
教
の
生
活
倫
理

一
二
五
｜
一
二
七
頁
参
照

３

中
村
元

仏
教
語
大
辞
典

四
九
七
頁

４

平
川
前
掲
書
、
四
四
六
、
四
四
七
頁

５

波
羅
提
木
叉

に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
著
作
集
第
十
一
巻

原
始
仏
教
の
教
団
組
織

、
同
第
十
四
巻
、
十
五
巻
、
十
六
巻

二
百
五
十

戒
の
研
究

Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
同
著

イ
ン
ド
仏
教
史

を
参
照

６

大
正
十
二
巻
、
四
七
七
頁
中
下

７

同
、
四
七
七
頁
下

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

一
四



８

定
方

阿

世
の
す
く
い

四
一
｜
四
三
頁
参
照

９

大
正
十
二
巻
、
四
七
七
頁
下

10

大
正
二
四
巻
、
一
〇
〇
六
頁
下

11

大
正
二
四
巻
、
一
〇
〇
八
頁
下

12

水
野
弘
元

新
仏
典
解
題
事
典

一
一
三
頁

13

梶
山
雄
一
、
大
乗
仏
典
22

親
鸞

三
三
四
頁

14

平
川
彰
著
作
集
第
三
巻

初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
Ⅰ

、
二
一
八
頁

15

静
谷
正
雄

初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程

一
二
一
頁
。

菩
薩
蔵
経

一
巻
（
大
正
二
四
）、

大
乗
三
聚
懺
悔
経

一
巻
（
同
）
が

舎
利
弗
悔
過
経

の
異
訳
と
さ
れ
て
い
る
が
、

舎
利
弗
悔
過
経

と
比
べ
て
、
こ
れ
ら
二
本
は
分
量
が
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三

本
間
に
も
不
一
致
の
部
分
が
あ
っ
て
成
立
年
代
や
伝
承
系
統
を
異
に
し
た
こ
と
を
相
知
さ
せ
る
。（
静
谷
同
書
一
二
二
頁
）

16

大
正
二
四
巻
、
一
〇
九
〇
頁
上
中
（
静
谷
同
書
、
一
二
七
、
一
二
八
頁
参
照
）

17

同

一
〇
九
一
頁
中

18

大
乗
仏
典
９

宝
積
部
経
典

二
七
〇
頁

19

平
川
前
掲
書
、
二
一
八
頁

20

大
乗
三
聚
懺
悔
経

21

大
正
三
二
巻
、
一
三
〇
頁
中

22

大
正
一
〇
巻
、
八
四
四
頁
中

23

平
川
前
掲
書
、
四
四
三
、
四
四
四
頁

24

大
正
一
〇
巻
、
八
四
七
頁
上

25

講
座
大
乗
仏
教
３

華
厳
思
想

一
四
四
頁

26

厳
密
に
は

十
地
経

の
注
釈
と
は
い
え
な
い
。

十
地
経

の
み
の
注
解
で
は
な
い
。（
瓜
生
律
隆
真

龍
樹

八
七
頁
）

27

新
国
訳
大
蔵
経

十
住
毘
婆
沙
論

一
〇
九
頁

28

こ
の
文
は

菩
薩
蔵
経

の
懺
悔
文
と
よ
く
一
致
す
る
。
し
か
し

菩
薩
蔵
経

で
は
懺
・
随
・
勧
廻
の
順
序
を
取
り
、
龍
樹
と
異
な
る
。

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

一
五



（
静
谷
前
掲
書
、
一
三
四
、
一
三
五
頁
）

29

新
国
訳
大
蔵
経

十
住
毘
婆
沙
論

一
一
一
、
一
一
二
頁

30

武
邑
尚
邦

十
住
毘
婆
沙
論
研
究

一
二
九
頁

懺
悔
と
祈
り
（
島

義

）

一
六
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