
改
悔
文
は
「
雑
行
雑
修
自
力

が

い
け

も
ん

の
こ
こ
ろ
を
ふ
り
す
て
て
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
を
無

関
心
に
読
ん
で
お
れ
ば
、
別
に

問
題
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
少
し

自
分
の
身
に
引
き
寄
せ
て
読
み

ま
す
と
、
な
か
な
か
ひ
っ
か
か

っ
て
困
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
ふ

り
す
て
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に

無
理
な
し
に
受
け
て
行
け
な
い

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

む
か
し
、
一
同
行
が
こ
の
「
ふ

り
す
て
て
」
と
い
う
言
葉
に
ひ

っ
か
か
っ
て
長
年
聴
聞
し
た
の

で
す
が
、
ど
う
も
ス
ッ
キ
リ
し

な
い
の
で
、
あ
る
と
き
一
蓮
院

講
師
に
お
た
ず
ね
す
る
と
、
師

は
別
に
説
明
を
な
さ
ら
ず
に
、

ご
自
分
の
袖
を
ふ
っ
て
見
せ
「
フ

リ
ス
テ
ル
と
は
こ
れ
じ
ゃ
」
と

示
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
が
、
こ
の
同
行
は
、
そ
の

お
こ
こ
ろ
が
分
か
り
か
ね
て
、

し
ば
ら
く
茫
然
と
し
て
い
る
と
、

ぼ
う
ぜ
ん

師
が
重
ね
て
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、

「
袖
に
ゴ
ミ
が
つ
い
て
お
れ
ば
、

払
い
お
と
す
で
あ
ろ
う
。
払
い

お
と
す
と
き
の
気
持
は
、
ゴ
ミ

に
心
の
こ
り
は
さ
ら
に
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
で
、
如
来
の
本
願

の
お
こ
こ
ろ
を
聞
い
て
み
る
と
、

雑
行
雑
修
自
力
と
い
う
も
の
に
、

何
ら
の
心
の
こ
り
も
な
く
な
る
。

こ
れ
が
フ
リ
ス
テ
ル
と
い
う
こ

こ
ろ
で
あ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
た

そ
う
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
い

う
平
易
で
、
し
か
も
真
を
穿
っ

う
が

た
ご
教
示
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

自
力
で
捨
て
よ
う
と
か
か
っ

て
、
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
捨
て
よ
う
と
す
る

心
が
、
す
で
に
自
力
の
計
ら
い

で
あ
り
ま
す
か
ら
永
久
に
捨
て

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
「
よ
く
聞
け
」

と
教
え
て
下
さ
る
の
で
す
。
真

宗
の
他
力
の
信
と
い
う
も
の
は
、

法
を
聞
い
て
か
ら
お
こ
す
も
の

で
は
な
い
の
で
す
。
法
が
信
を

お
こ
す
の
で
す
。
「
法
が
信
を
お

こ
す
」
と
言
っ
て
も
、
ま
だ
不

徹
底
な
感
じ
が
し
ま
す
。
本
当

の
と
こ
ろ
を
申
せ
ば
法
が
信
な

の
で
す
。

法
と
い
う
も
の
は
ノ
リ
と
申

し
ま
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
変

る
こ
と
の
な
い
ま
こ
と
の
法
則

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
則
を
よ

く
聞
い
て
み
る
と
、
疑
お
う
と

し
て
も
疑
う
こ
と
が
で
き
ず
、

信
ぜ
ず
に
お
こ
う
と
思
っ
て
も

信
ぜ
ず
に
お
く
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
。
こ
れ
を
金
剛
堅
固

の
信
と
申
す
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。今

の
「
自
力
の
心
を
ふ
り
す

て
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
、
法

の
道
理
を
聞
い
て
み
れ
ば
、
今

ま
で
自
力
を
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ

と
思
っ
て
お
っ
た
と
こ
ろ
、
捨

て
る
自
力
も
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
な
る

と
、
自
力
を
捨
て
る
と
か
、
捨

て
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
、
問

題
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
お

い
て
、
全
く
自
力
と
い
う
も
の

に
心
が
か
か
ら
ぬ
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
が
、
「
フ
リ
ス
テ
ル
」
と

い
う
こ
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

捨
て
る
自
力
も
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
す
べ

て
が
他
力
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
清
沢
満

之
師
は
「
自
力
も
他
力

の
お
与
え
」
と
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
即
ち
す
べ
て
が
他
力

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

大
体
自
力
と
い
う
も
の
は
本
来

な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
永

い
間
の
悪
い
癖
で
、
自
分
と
い

う
も
の
が
頭
を
あ
げ
、
自
分
の

動
く
力
や
、
計
ら
う
心
を
自
力

と
考
え
込
ん
で
き
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
真
実
の
法
を
聞
い
て

み
る
と
、
自
力
の
働
く
力
も
計

ら
う
心
も
、
我
な
ら
ざ
る
力
に

よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
事
実

が
明
確
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ

の
明
ら
か
な
事
実
ー
ー
ー
真
実

の
前
に
は
ウ
ソ
の
自
力
執
心
は

別
に
捨
て
よ
う
と
し
な
く
て
も
、

お
の
ず
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
り
ま
す
。
法
を
聞
く

と
い
う
は
、
自
分
そ
の
も
の
の

す
べ
て
が
大
法
に
左
右
さ
れ
て

い
る
存
在
で
あ
っ
た
と
目
が
醒

め
、
こ
こ
に
大
法
の
ま
ま
に
、

力
強
く
生
き
て
行
く
生
活
が
展

開
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

（
了
）
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以
下
は
『
清
沢
満
之
の
言
葉
』

（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
二
三
年
）

の
中

の
言
葉
を
引
用
し
、
講
述
し
た

も
の
で
す
。
清
沢
満
之
先
生

（1863

－1903

）
は
こ
の
中
で

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。

自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対

無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、

任
運
に
法
爾
に
此
の
現
前
の

境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即

ち
是
な
り
。

清
沢
先
生
は
明
治
時
代
が
始

ま
る
五
年
前
名
古
屋
で
生
ま
れ
、

東
京
大
学
で
西
洋
哲
学
を
学
び
、

そ
の
後
大
谷
派
の
僧
侶
に
な
り
、

結
核
を
患
い
な
が
ら
真
宗
信
心

の
確
立
に
全
力
を
尽
く
し
て
四

十
一
才
で
な
く
な
り
ま
し
た
。

先
生
の
求
道
は
「
仏
と
は
何
か
」

と
か
「
浄
土
と
は
何
か
」
と
か

「
さ
と
り
と
は
何
か
」
と
問
う

の
で
は
な
く
「
本
当
の
自
己
と

は
何
か
」
を
問
う
た
の
で
し
た
。

こ
の
非
常
に
現
代
的
な
課
題
を

背
負
っ
て
真
宗
を
尋
ね
て
い
っ

た
高
僧
で
す
。
仏
教
史
の
中
で
、

「
さ
と
り
」
を
求
め
、「
浄
土
」

を
求
め
、
「
仏
」
を
求
め
て
求
道

し
た
仏
教
者
は
大
勢
い
ま
し
た

が
、
一
番
身
近
な
「
自
己
と
は

何
か
」
と
い
う
、
時
代
を
超
え
、

地
域
を
越
え
、
民
族
を
越
え
た

普
遍
的
な
問
い
を
も
っ
て
道
を

求
め
た
人
は
寡
聞
な
が
ら
外
に

知
り
ま
せ
ん
。

こ
の
課
題
は
、
宗
教
を
考
え

る
点
で
非
常
に
大
事
な
事
柄
で

す
。
現
代
、
「
私
は
神
も
仏
も
信

じ
ま
せ
ん
」
と
か
「
私
に
宗
教

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ

て
、
宗
教
を
敬
遠
す
る
人
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
日
本

は
そ
う
い
う
傾
向
が
強
い
で
す
。

し
か
し
、
神
を
否
定
し
仏
を
否

定
し
宗
教
を
関
係
な
い
と
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
「
あ
な

た
は
何
も
の
で
す
か
」「
あ
な
た

自
身
は
結
局
何
な
の
で
す
か
」

「
あ
な
た
は
一
体
に
何
に
依
っ

て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
私
は

そ
ん
な
問
題
に
関
係
あ
り
ま
せ

ん
」
と
い
っ
て
、
こ
の
問
題
と

は
無
関
係
だ
と

否
定
す
る
こ
と

は

で

き

ま

せ

ん
。
大
体
、「
私

は
仏
を
信
じ
ま

せ
ん
」
と
い
っ
て
い
る
、「
そ
の

あ
な
た
は
一
体
何
も
の
な
の
で

す
か
」
と
い
う
問
い
は
ま
ぬ
が

れ
な
い
問
い
で
す
。

「
私
」
と
い
う
も
の
を
考
え

て
み
れ
ば
、
そ
ん
な
に
自
明
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま

で
「
自
分
と
は
何
か
」
が
分
か

ら
な
い
ま
ま
に
生
き
て
き
、
そ

の
よ
う
な
問
い
を
問
う
た
こ
と

が
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
こ
う

い
う
問
題
を
意
識
し
な
く
て
も

抱
え
て
い
る
の
が
人
間
で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
昔
、
ギ

リ
シ
ャ
の
哲
学
者
で
あ
る
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」

を
自
分
の
問
題
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
ア
テ
ネ
の
若
者
た
ち
に

こ
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
い
っ

た
、
そ
こ
か
ら
西
洋
哲
学
が
始

ま
っ
た
と
、
若
い
頃
教
わ
り
ま

し
た
。

宗
教
は
嫌
い
で
も
、
こ
う
い

う
人
間
の
根
本
問
題
を
課
題
と

す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か

も
こ
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
は

自
分
の
全
人
生
が
不
可
解
な
ま

ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
私

に
そ
う
い
う
問
題
が
あ
っ
て
も

と
て
も
解
決
は
で
き
な
い
」
と

あ
き
ら
め
た
り
、
「
そ
う
い
う
問

題
が
あ
っ
て
も
私
は
別
に
困
ら

な
い
か
ら
こ
の
ま
ま
で
よ
い
」

と
い
っ
て
問
題
の
解
決
を
求
め

な
い
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
し
か
し
本
当
の
自
己
を

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本

当
の
自
己
で
は
な
い
も
の
を
自

己
に
し
て
、
そ
れ
に
振
り
回
さ

れ
た
り
、
束
縛
さ
れ
た
り
、
不

安
だ
ら
け
の
ま
ま
で
生
き
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
る
い
は
仮
の
自
己
し
か
知
り

ま
せ
ん
か
ら
い
の
ち
の
芯
が
空

虚
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で

は
仮
の
自
己
と
は
何
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
自
我
で
あ
り
、
自

我
の
思
い
で
す
。
自
我
が
私
の

人
生
の
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。

さ
て
、
清
沢
先
生
は
「
自
己

と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
い
に

ど
う
答
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
が
さ
き
ほ
ど
の
「
自
己
と

は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用

に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に

此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る

も
の
、
即
ち
是
な
り
」
で
し
た
。

こ
の
言
葉
は
先
生
が
単
に
頭
で

考
え
て
思
い
つ
い
た
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
結
核
で

血
を
吐
き
、
長
男
と
奥
さ
ん
が

先
に
亡
く
な
る
と
い
う
よ
う
な

厳
し
い
現
実
生
活
の
中
で
、
聞

法
求
道
し
、
悪
戦
苦
闘
し
て
発

見
し
た
「
真
実
の
自
己
」
の
相

（
す
が
た
）
で
し
た
。
で
は
こ

の
言
葉
を
領
解
し
た
範
囲
で
述

べ
て
み
ま
す
。

ま
ず
「
自
己
と
は
」
と
、
清

沢
先
生
は
今
こ
こ
に
い
る
「
何

者
」
か
に
つ
い
て
問
う
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
何
も
の
か
は
「
絶

対
無
限
の
不
思
議
な
い
の
ち
の

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
成
立
し
、

現
前
の
境
遇
で
あ
る
今
こ
こ
に

そ
の
つ
ど
人
間
の
側
の
一
切
の

行
為
に
先
だ
っ
て
、
今
こ
こ
に
、

そ
の
つ
ど
絶
対
無
限
の
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ

て
い
る
一
個
の
物
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
る
の
で
す
。
絶
対
無
限

す
な
わ
ち
寿
命
無
量
の
阿
弥
陀

仏
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
私

の
一
切
の
計
ら
い
、
あ
れ
や
こ

れ
や
の
思
い
に
先
立
っ
て
、
一

瞬
一
瞬
今
こ
こ
に
置
か
れ
て
い

る
存
在
、
こ
れ
が
ま
こ
と
の
自

清
沢
満
之
先
生
に
学
ぶ
④



己
だ
と
い
う
の
で
す
。

絶
対
無
限
と
か
寿
命
無
量
と

い
う
と
、
私
た
ち
の
現
実
と
か

け
は
な
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
絶
対
無
限
は
、
無
数
の

は
た
ら
き
と
し
て
は
た
ら
い
て

い
る
一
切
の
諸
物
・
諸
作
用
の

ほ
か
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
実
に
身
近
な
は
た
ら

き
で
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

大
き
な
も
の
で
言
え
ば
空
気
の

は
た
ら
き
、
食
べ
物
の
は
た
ら

き
、
太
陽
の
は
た
ら
き
、
大
地

（
地
球
）
の
は
た
ら
き
、
宇
宙

の
空
間
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
小

さ
な
物
で
は
衣
服
や
家
や
机
や
、

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
物
、
そ
し

て
身
体
で
は
胃
や
腸
や
心
臓
や

肺
臓
や
、
血
管
や
血
液
、
耳
や

目
の
働
き
、
そ
し
て
脳
の
働
き
、

こ
う
し
て
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も
っ
と
身

近
に
は
意
識
・
心
の
は
た
ら
き

も
不
思
議
な
は
た
ら
き
で
す
。

し
か
も
こ
れ
ら
一
切
は
孤
立
し

た
は
た
ら
き
で
は
な
く
他
と
の

関
係
の
中
で
は
た
ら
い
て
い
る

の
で
す
。
諸
物
は
互
い
に
関
係

し
な
が
ら
は
た
ら
い
て
い
ま
す

が
、
そ
の
は
た
ら
き
を
可
能
な

ら
し
め
て
い
る
統
合
的
な
は
た

ら
き
が
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」

で
す
。
万
物
は
バ
ラ
バ
ラ
で
は

な
く
一
体
的
な
関
係
性
と
し
て

は
た
ら
い
て
い
る
力
、
そ
れ
を

一
言
で
い
え
ば
「
絶
対
無
限
の

妙
用
」
で
あ
り
「
は
か
り
な
い

い
の
ち
の
は
た
ら
き
（
寿
命
無

量
）
」
で
す
。
寿
命
無
量
の
こ
と

を
イ
ン
ド
の
言
葉
（
梵
語
）
で

は
ア
ミ
タ
ー
ア
ー
ユ
ス
と
い
い

ま
す
。
ア
ミ
タ
は
無
量
・
無
限
、

ア
ー
ユ
ス
は
寿
命
の
意
味
で
、

寿
命
無
量
の
こ
と
を
ア
ミ
タ
ー

ア
ー
ユ
ス
、
こ
れ
を
漢
訳
し
た

言
葉
が
「
阿
弥
陀
仏
」
で
す
。

で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
は
寿
命

無
量
で
あ
り
、
こ
の
阿
弥
陀
仏

に
よ
っ
て
私
は
今
こ
こ
に
一
瞬

一
瞬
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
は
た
ら
き
の
上

に
善
悪
・
正
邪
・
禍
福
・
苦
楽

・
悲
喜
な
ど
の
価
値
の
領
域
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
正
邪

善
悪
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い

る
事
実
が
あ
る
の
で
す
。
禍
福

も
幸
不
幸
も
こ
の
事
実
の
上
の

こ
と
で
す
。
こ
の
事
実
そ
の
も

の
に
は
正
邪
・
善
悪
・
禍
福
は

断
た
れ
て
、
正
邪
善
悪
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
事
実

に
お
い
て
生
き
て
い
る
人
が
こ

の
事
実
に
対
し
て
、
ど
う
受
け

取
っ
て
い
る
か
、
ど
う
生
き
る

か
、
ど
う
ふ
る
ま
う
か
に
正
邪

・
善
悪
・
苦
楽
・
禍
福
が
出
て

く
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
真
実
の
自
己
と
は
、

は
か
り
な
い
阿
弥
陀
仏
の
い
の

ち
が
今
こ
こ
に
存
在
し
は
た
ら

き
つ
つ
あ
る
そ
の
い
の
ち
の
現

れ
と
し
て
の
諸
物
の
は
た
ら
き

に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
、

そ
れ
が
自
己
と
も
い
え
る
で
し

ょ
う
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
現

在
に
お
け
る
一
限
定
が
自
己
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は

こ
の
は
た
ら
き
を
離
れ
て
一
瞬

も
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
自
己
は
分
別
的
な
知
性

（
自
我
）
で
つ
か
ま
え
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
何
か

を
つ
か
み
つ
つ
あ
る
そ
の
も
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
決

し
て
難
し
い
も
の
で
も
な
く
複

雑
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

極
め
て
身
近
で
、
本
来
だ
れ
で

も
が
こ
の
は
た
ら
き
に
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
今
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

普
通
、
私
た
ち
が
「
私
」
と

い
い
「
自
分
」
と
い
い
、「
自
己
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
自
我
の
こ

と
で
す
。
自
我
は
本
当
の
自
己

の
一
部
の
は
た
ら
き
で
す
。
一

部
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
が
自
分

自
身
だ
と
思
っ
て
い
る
の
が
私

た
ち
で
す
。
は
か
り
な
き
い
の

ち
の
本
来
の
自
己
の
中
で
の
判

断
し
選
択
し
決
定
す
る
機
能
が

自
我
で
す
。
こ
の
自
我
の
思
い

や
考
え
が
自
分
の
全
体
の
よ
う

に
思
う
。
そ
れ
で
自
我
中
心
の

生
き
方
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。
善
い
悪
い
、
良
い
悪
い
、

き
れ
い
汚
い
、
好
き
嫌
い
、
勝

っ
た
負
け
た
、
損
し
た
得
し
た
、

な
ど
な
ど
の
め
い
め
い
の
自
己

中
心
の
自
分
の
思
い
に
重
心
を

置
き
、
自
分
の
都
合
の
善
し
悪

し
で
判
断
し
て
、
思
い
煩
い
の

生
活
を
送
る
、
そ
れ
が
凡
夫
の

生
活
で
あ
り
、
私
た
ち
の
現
実

の
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
思
い
煩
っ
て
い
る

私
は
自
分
の
「
思
い
」
に
よ
っ

て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、

思
い
煩
う
自
分
の
思
い
に
関
係

な
く
、
太
陽
や
水
や
空
気
や
大

地
や
心
臓
や
胃
腸
や
血
液
な
ど

数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ

ど
の
、
自
我
で
は
な
い
さ
ま
ざ

ま
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
今
こ

こ
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
こ

う
い
う
無
数
の
は
た
ら
き
を
成

立
せ
し
め
て
い
る
大
い
な
る
い

の
ち
の
は
た
ら
き
を
「
絶
対
無

限
の
妙
用
」
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
妙
用
こ
そ
が
生
き
て
い
る

基
盤
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
盤
を

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
凡

夫
で
す
。
そ
の
凡
夫
に
全
人
生

の
基
盤
、
本
当
の
自
己
を
知
ら

せ
る
教
え
が
仏
教
な
の
で
す
。

こ
の
無
量
寿
如
来
は
、
自
我

の
思
い
一
杯
で
生
き
、
不
安
と

思
い
煩
い
の
中
に
閉
塞
さ
れ
て

困
窮
し
て
い
る
私
た
ち
に
、
「
我

に
帰
せ
よ
」「
我
を
た
の
め
」「
我

に
ま
か
せ
よ
」
と
仰
せ
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
正

信
偈
の
初
め
の
「
帰
命
無
量
寿

如
来
」
の
一
句
で
す
。
こ
の
意

味
は
「
帰
せ
よ
と
命
せ
く
だ
さ

お
お

る
無
量
寿
如
来
」
と
い
う
意
味

で
す
。

「
帰
せ
よ
」
の
「
帰
」
に
つ

い
て
親
鸞
聖
人
は
「
よ
り
か
か

る
な
り
」
「
よ
り
た
の
む
な
り
」

と
注
を
ほ
ど
こ
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
帰
命
は
「
帰
せ
よ

の
命
」
で
す
か
ら
、
「
帰
命
」
は

め
い

「
よ
り
か
か
れ
」「
よ
り
た
の
め
」

の
仰
せ
（
命
令
）
に
な
り
ま
す
。

凡
夫
の
人
生
は
死
に
取
り
囲

ま
れ
、
死
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る



人
生
と
い
う
の
で
仏
教
で
は
「
苦

の
人
生
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

苦
は
イ
ン
ド
の
梵
語
で
「
ド
ゥ

ッ
カ
」
と
い
い
、
圧
迫
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の

束
縛
か
ら
脱
出
し
た
い
の
が
私

た
ち
の
根
本
的
な
願
い
で
、
そ

れ
を
「
生
死
を
超
え
る
」
問
題

と
い
い
ま
す
。
老
病
死
の
不
安

に
押
さ
え
込
ま
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
し
か
し
な
が
ら
自
分
の

力
で
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
私

た
ち
に
「
汝
の
そ
の
問
題
を
我

に
ま
か
せ
よ
」
と
の
仰
せ
く
だ

さ
り
、
「
そ
の
ま
ま
念
仏
す
る
ば

か
り
で
助
け
出
す
」
の
阿
弥
陀

仏
の
仰
せ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で

す
。
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称

え
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
大

悲
の
仰
せ
に
驚
い
て
、
仰
せ
に

従
う
と
き
、
は
か
ら
ず
も
は
か

り
な
い
い
の
ち
に
触
れ
る
の
で

す
。
そ
し
て
は
か
り
な
い
い
の

ち
に
於
い
て
あ
る
自
己
を
知
る

の
で
す
。
こ
の
自
己
は
生
死
を

超
え
て
い
る
自
己
で
す
。
ほ
の

か
な
が
ら
も
こ
の
自
己
を
知
る

の
が
い
た
だ
い
た
信
心
の
智
慧

で
す
。

（
了
）

問
「
親
鸞
聖
人
は
ご
消
息
に
〈
如

来
の
誓
願
に
は
義
な
き
を
義
と

す
と
は
、
大
師
聖
人
の
仰
せ
に

候
い
き
。
こ
の
こ
こ
ろ
の
ほ
か

に
は
往
生
に
い
る
べ
き
こ
と
候

わ
ず
〉
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど

う
い
う
お
こ
こ
ろ
で
す
か
」

答
「
こ
こ
で
如
来
の
誓
願
と
い

う
の
は
第
十
八
願
・
念
仏
往
生

の
願
の
こ
と
で
す
。
聖
人
は
ご

消
息
の
中
で
〈
弥
陀
の
本
願
と

申
す
は
、
名
号
を
と
な
え
ん
も

の
を
ば
極
楽
へ
迎
え
ん
と
誓
わ

せ
た
ま
い
た
る
〉
と
仰
せ
に
な

っ
て
い
る
願
で
す
。
要
す
る
に

〈
十
声
な
り
と
も
一
声
な
り
と

も
称
え
る
ば
か
り
で
浄
土
に
生

ま
れ
さ
せ
る
、
タ
ス
ケ
ル
〉
と

い
う
大
悲
の
誓
い
で
す
。
こ
の

誓
い
を
信
じ
る
に
つ
い
て
は
〈
義

な
き
を
義
と
す
る
〉
の
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
な
ぜ
そ

う
い
う
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
る
か

と
い
う
と
、
口
で
〈
南
無
阿
弥

陀
仏
を
称
え
る
だ
け
で
浄
土
に

生
ま
れ
さ
せ
る
〉
と
い
う
誓
願

は
あ
ま
り
に
も
単
純
す
ぎ
、
あ

ま
り
に
も
易
す
ぎ
、
あ
ま
り
に

や
す

も
簡
単
す
ぎ
て
信
じ
ら
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
あ
あ
で

も
な
か
ろ
う
か
こ
う
で
も
な
か

ろ
う
か
と
思
案
し
、
こ
の
誓
願

の
救
い
の
意
味
を
分
か
っ
て
信

じ
よ
う
と
か
、
受
け
入
れ
よ
う

と
か
、
自
分
に
納
得
さ
せ
よ
う

と
計
ら
う
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る

「
そ
の
ま
ま
な
り
で
タ
ス
ケ
ル
」

と
い
う
こ
の
仰
せ
に
対
し
て
、

「
こ
の
ま
ま
助
か
る
の
で
す
ね
」

と
自
分
の
方
に
持
ち
替
え
る
姿

で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
を
自

分
の
胸
に
い
っ
た
ん
引
き
下
ろ

し
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
の
で

す
。
そ
れ
は
や
は
り
「
確
認
し

よ
う
」
「
了
解
し
よ
う
」
と
す
る

は
か
ら
い
で
あ
っ
て
、「
義
な
き
」

の
義
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

で
も
こ
の
念
仏
往
生
の
誓
願

は
「
誓
願
不
思
議
」
と
い
わ
れ
、

人
間
の
思
案
や
考
え
で
納
得
で

き
る
よ
う
な
事
実
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
単
純
に
有
難
い
不

思
議
な
事
実
で
あ
り
、
そ
の
不

思
議
な
有
難
い
事
実
か
ら
現
れ

た
の
が
念
仏
往
生
の
願
の
御
言

葉
で
す
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の

大
悲
の
い
の
ち
の
不
思
議
で
あ

り
、
人
の
世
の
初
め
か
ら
定
ま

っ
て
い
る
有
難
い
恵
み
の
事
実

の
で
す
。
そ
こ
で
聖
人
は
「
不

思
議
な
誓
願
を
た
だ
不
思
議
と

信
ぜ
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
、
は
か

ら
い
（
義
）
を
離
れ
て
、
そ
の

ま
ま
「
あ
あ
あ
り
が
た
い
、
不

思
議
な
お
助
け
で
あ
る
こ
と
よ
」

と
受
け
取
り
な
さ
い
と
の
お
す

す
め
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
不

思
議
な
誓
願
を
不
思
議
と
受
け

取
る
、
つ
ま
り
〈
義
を
さ
し
は

さ
ま
ず
に
受
け
と
る
の
を
正
し

い
受
け
取
り
方
（
義
）
で
あ
る
〉

と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
で
は
そ

う
い
う
私
の
思
案
・
分
別
を
離

れ
て
こ
の
誓
願
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
ど
う
し
た
ら
で
き
る
の

で
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
は
そ
れ
こ
そ
自
分
の
計
ら

い
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

聞
法
念
仏
し
て
い
く
と
、
ま

っ
た
く
自
分
の
救
い
の
問
題
に

対
し
て
は
無
知
無
能
で
あ
る
と

い
う
私
に
ど
う
し
て
も
ぶ
つ
か

り
ま
す
。
こ
う
し
て
「
救
わ
れ

難
き
我
が
身
」
と
痛
感
す
る
と

こ
ろ
に
不
思
議
に
も
「
そ
の
ま

ま
称
え
る
ば
か
り
で
す
べ
て
引

き
受
け
る
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏

の
驚
く
べ
き
大
悲
の
誓
い
を
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
の
で
す
。

（
了
）

【
住
職
雑
感
】

現
在
Ｏ
先
生
か
ら
倶
舍
論
の
講
義
を
Ｚ
Ｏ

Ｏ
Ｍ
で
受
け
て
い
る
。
こ
の
会
に
参
加
し

て
い
る
イ
ン
ド
人
の
Ｓ
先
生
に
「
イ
ン
ド

で
仏
教
が
衰
退
し
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
盛
ん

な
理
由
の
一
つ
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
は
音

楽
や
踊
り
が
あ
る
が
、
仏
教
は
非
常
に
少

な
い
。
だ
か
ら
一
般
民
衆
に
は
仏
教
は
な

じ
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
質
問

し
た
ら
、
「
た
し
か
に
そ
の
理
由
は
大
き

い
」
と
い
わ
れ
た
。
次
に
「
イ
ン
ド
音
楽

で
キ
ル
ワ
二
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
特
に
好

き
で
非
常
に
美
し
い
で
す
が
、
キ
ル
ワ
二

と
い
う
意
味
は
？
」
と
問
う
と
「
旋
律
と

い
う
意
味
で
、
キ
ル
ワ
二
は
こ
と
に
宗
教

的
な
感
情
が
豊
か
で
美
し
い
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
「
お
つ
と
め
」

は
非
常
に
宗
教
的
で
美
し
い
歌
を
歌
う
の

が
勤
行
に
な
っ
て
い
る
の
が
う
ら
や
ま
し

い
。
イ
ン
ド
の
シ
ー
ク
教
の
お
つ
と
め
も

非
常
に
い
い
。
近
年
、
イ
ン
ド
の
聖
者
と

い
わ
れ
た
サ
イ
バ
バ
が
亡
く
な
っ
て
火
葬

の
時
の
動
画
を
見
た
が
、
火
葬
中
に
流
れ

た
い
わ
ゆ
る
「
お
つ
と
め
」
の
歌
が
身
に

し
み
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
火
葬

に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
表
現
は
な
い
と
思
わ

れ
た
。

話
が
変
わ
る
が
、
日
本
の
音
楽

で
は
津
軽
三
味
線
な
ど
は
音
楽
性
が
大
変

深
い
も
の
が
あ
る
が
、
学
校
の
音
楽
の
時

間
で
聴
い
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
曲
の
多
く
は
西
洋

音
楽
風
の
軽
い
曲
だ
っ
た
。

信
仰
夜
話


