
は

じ

め

に

願

あ

り

!

入

出
 

二 

門

の
 

源

泉
!
—

安 

田 

理 

深

一

『
入
出
二
門
偈
』

を
拝
読
し
て
い
く
心
構
え
で
す
が
、

一
言
で
い
え
ば
聞
思
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

よ

く

い

わ

れ

る

よ

う

に

『
大
無 

量
寿
経
』

に

は

「
聞
其
名
号
」

と
い
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
親

鸞

は

『
涅
槃
経
』

に
よ
っ
て
、
聞
は
聞
思
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
思
は
今
日 

の
こ
と
ば
で
思
惟
と
い
う
意
味
で
す
。

聞
は
聞
法
で
す
。

そ
の
こ
と
ば
の
中
に
我
々
の
態
度
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

『
入
出
二
門
偈
』

に
は
二
つ
の
本
が
残
っ
て
い
て' 

一

つ

の

本(

法
雲
寺
蔵
聖
人
真
蹟
本)

は
始
め
に
註
釈
的
な
こ
と
が
序
分
の
形
で 

つ
い
て
い
ま
す
。

そ

の

中

に

「
入
出
二
門
斯
れ
よ
り
出
た
り
」

と
あ
り
ま
す
。

「
斯
れ
」

と

は

『
浄
土
論
』
、

あ

る

い

は

『
往
生
論
』

往 

生
浄
土
の
論
で
す
。

入
出
二
門
の
源
泉
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

ま
あ
い
っ
て
み
れ
ば 

『
入
出
二
門
偈
』

は 

『
浄
土
論
』

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

『
教
行
信
証
』

も
ま
た
論
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま
す
。

そ

こ

に

『
歎
異
抄
』 

と
違
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

今

日
で

は

親
鸞
の
教
は

一
般
に
は

『
歎
異
抄
』

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が' 

御
承
知
の
よ
う
に
、

『
歎
異
抄
』

を
取
り
あ
げ
た 

の
は
清
沢
満
之
師
で
す
。

そ

れ

以

前

は

『
歎
異
抄
』

は
存
在
は
し
て
い
た
が
む
し
ろ
伏
せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
新
し
く
取
り
出
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し
た
の
は
清
沢
先
生
の
功
績
で
す
。

『
歎
異
抄
』

に

は

『
教
行
信
証
』

に
な
い
感
銘
深
い
こ
と
ば
が
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

は
と
り
つ
き
に
く
い
。

し

か

し

『
歎
異
抄
』

は 

耳
の
底
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
書
い
た
。

つ
ま
り
親
鸞
の
教
に
触
れ
て
感
動
し
た
人
が
感
動
を
も
っ
て
語
っ
た
の
で
す
。

そ

こ

に

『
教
行 

信
証
』

に
は
な
い
面
目
が
あ
る
の
で
す
。

し

か

し

『
教
行
信
証
』

は

『
歎
異
抄
』

で
尺
く
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
論
と
い
う
意
味
で
す
。

往
生
浄
土
の
論
の
論
と
い
う 

性
格
が
あ
り
ま
す
。
親
翹
は
経
家
、
論
家
、
釈
家
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
ま
す
。
著
者
に
つ
い
て
い
う
と
論
家
は
菩
薩
で
す
。
龍
樹 

菩
薩' 

天
親
菩
薩
を
論
家
と
い
う
。

国
で
い
え
ば
大
体
印
度
で
す
。

中
国
や
、

日
本
の
方
々
は
七
高
僧
で
い
う
と
釈
家
と
い
う
。

今
日 

『
浄
土
論
』

と

い

っ

て

も

『
論
註
』
を
通
し
て
頂
く
の
で
す
が
、

『
論
註
』

は
龍
樹
と
天
親
を
統
合
し
て
そ
こ
に
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い 

ま
す
。
だ
か
ら
曇
鸞
は
中
国
の
人
で
す
が' 

伝
説
に
よ
れ
ば
菩
薩
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。

そ
の
伝
説
を
通
し
て
親
鸞
は
印
度
の
二
菩
薩
と 

同
じ
く
菩
薩
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
曇
鸞
は
謙
譲
に
自
分
の
製
作
し
た
も
の
を
註
釈
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
内
容
か
ら
み
る
と 

論
の
意
味
を
持
つ
。
だ

か

ら

親

鸞

は

『
論
註
』
を

逆

倒

し

て

『
註
論
』

と
い
わ
れ
ま
す
。

『
論
註
』

を
論
と
し
て
、
作
者
の
曇
鸞
を
菩
薩 

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。

こ
の
意
味
で
や
は
り
論
家
と
い
え
ま
す
。

経
典
に
沿
っ
て
印
度
で
論
が
成
立
し
て
い
ま
す
が
『
教
行
信
証
』

は
論
で
な
い
が
、

論
家
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
親
鸞
が
語
ら
れ
た
ん 

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

『
教
行
信
証
』

は
民
衆
の
教
化
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
思
想
界
に
訴
え
る
と
い
う
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
 

普
通
、
仏
教
の
中
に
大
乗
仏
教
が
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
中
に
聖
道
門
や
浄
土
門
が
あ
り
、
浄
土
門
の
中
に
浄
土
真
宗
が
あ
る
と
い
う
わ
け 

で
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
た
と
考
え
る
。
思

う

に

親

鸞

の

『
教
行
信
証
』

の
内
容
、
ま
た
浄
土
真
宗
と
い
う
こ
と
ば
は
宗
派
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
。

普

通

は

『
教
行
信
証
』

は
宗
派
の
書
物
に
な
っ
て
い
る
。
本
願
寺
と
い
う
教
団
、
宗
派
の
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
派 

で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
宗
だ
と
い
う
ん
で
す
。
宗
と
派
と
は
違
う
。
派
は
今
日
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
セ
ク
ト
。
御
一
派
と
は
セ
ク 

ト
の
名
で
す
。
宗
に
は
原
理
的
な
も
の
が
語
ら
れ
て
あ
る
。

そ

こ

か

ら

見

る

と

親

鸞

の

『
教
行
信
証
』

は
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
で
す
。
宗
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は
原
理
的
な
も
の' 

具
体
的
に
は
念
仏
、
本
願
で
し
ょ
う
。

は
じ
め
と
な
る
も
の
が
宗
で
す
。

私
は
こ
の
会
で
学
生' 

青
年
の
諸
君
が
主
に
な
っ
て
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

説
い
て
聞
か
せ
る
会
で
な
く
自
分
を
明
ら 

か
に
す
る
会
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
前
に
い
っ
た
よ
う
に
学
問
と
い
う
の
は
聞
法
で
す
。
聞
法
こ
そ
本
当
の
学
問
で
す
。
学
問
を
離
れ 

る
と
布
教
と
な
っ
て
し
ま
う
。
布
教
家
は
職
業
的
宗
教
家
で
す
。

そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

坊
さ
ん
に
な
る
前
に
本
当
の 

人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
人
間
に
な
っ
て
り
や
坊
さ
ん
に
な
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
人
間
に
な
る
前
に
坊
さ
ん
に
な
る
と
堕
落 

す
る
ん
で
す
。

学
問
は
人
と
し
て
の
学
問
で
す
か
ら
、
学
校
に
行
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
。

『
歎
異
抄
』

に

「
ゆ
ゆ
し
き
学
匠
達
」

と
い
っ
て 

あ
る
あ
の
学
匠
で
す
。

ゆ
ゆ
し
き
学
匠
と
い
う
か
ら
、
普
通
は
聖
道
門
の
偉
い
人
だ' 

学
問
す
る
者
は
凡
夫
で
は
な
く
聖
者
じ
ゃ
な
い
か 

と
考
え
る
が
、

凡
夫
だ
か
ら
学
問
せ
ん
な
ら
ん
の
で
す
。

学
問
な
ん
て
威
張
っ
て
や
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。

本
当
に
優
れ
た
人
は
学
問
な
ん 

か
い
ら
ぬ
も
の
で
す
。
仏
は
無
学
と
い
う
。
世
間
と
反
対
で
す
。
学
匠
は
有
学
と
い
う
人
で
す
。
因
位
の
道
を
有
学' 

果
上
は
無
学
、
阿 

羅
漢
と
か
如
来
と
か
い
う
の
は
無
学
果
と
い
う
ん
で
す
。
世
間
と
逆
で
す
。
学
問
が
い
る
の
は
偉
い
か
ら
で
な
い
。

愚
か
だ
か
ら
で
す
。
 

そ
う
い
う
所
に
学
問
の
意
義
が
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

二

親

鸞

の

『
教
行
信
証
』

は
本
願
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
つ
。
本
願
と
い
う
も
の
が
宗
に
な
る
の
で
す
。

本
願
は
具
体
的
に
は
念
仏
で 

す
。
曾

我

先

生

は

よ

く

「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」

と
い
わ
れ
ま
す
。

「
は
じ
め
」

と
な
る
も
の
が
大
切
で
あ
っ
て' 

五
念
門
の
第
五
に
回 

向
門
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

入
出
二
門
は
内
容
か
ら
い
え
ば
五
念
門
で
す
。

前
四
は
入
門
、
第
五
は
出
門
で
す
。

入
出
と
い
う
構
造
で 

五
念
門
が
説
か
れ
た
の
で
す
。

出

回

向

門

に

は

「
回
向
を
首
と
な
す
」

と
あ
っ
て
、
終
り
に
置
い
て
あ
る
が
実
は
始
め
な
の
で
す
。
我
 々

か
ら
い
う
と
礼
拝
、
讃
嘆
、
作
願
、
観
察
と
い
っ
て
最
後
に
回
向
門
に
達
す
る
の
で
す
が' 

実
は
最
後
に
到
達
し
た
回
向
門
か
ら
一
切
が
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始
ま
る
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
通
っ
て
来
た
道
が
全
部
見
返
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

こ

う

い

う

わ

け

で

「
首
」

と
い
う
字
は
重
要
な
意
味
を
持 

っ
て
い
る
の
で
す
。

は
じ
め
て
と
い
う
の
は
本
願
と
い
っ
て
も
よ
い
が
名
号
で
す
。

キ

リ

ス

ト

教

の

ヨ

ハ

ネ

伝

に

「
は
じ
め
に
言
葉
あ 

り
」

と
い
わ
れ
る
が' 

そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
。

『
旧
約
聖
書
』

の

創

世

記

に

は

「
は
じ
め
に
神
あ
り
」

と
あ
り
ま
す
。

は
じ
め
と 

い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

名
号
は
こ
と
ば
で
す
。
本
願
が
名
告
る
こ
と
ば
で
す
。
名
号
の
持
つ
意
味
は
本
願
の
名
と
い
う
こ
と
で
す
。
佐
藤
と
か
山
田
と
か
い
う 

名
で
は
な
い
。

杉
や
桜
と
い
う
名
で
も
な
い
。

本
願
が
人
間
に
呼
び
か
け
る
言
葉
で
す
。

た
だ
記
号
で
な
い
。

そ
の
名
号
を
念
仏
と
い
い 

称
名
と
い
う
。
名
号
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
称
名
す
る
こ
と
も
で
き
る
し' 

又
憶
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
号
が
な
け
れ
ば
仏
の
本
願
を 

憶
念
し
て
み
よ
う
が
な
い
。

た
だ
空
想
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
し
ょ
う
。
称
名
も
念
仏
も
名
号
も
同
じ
こ
と
で
す
。
古
い
聖
典
を
見
る 

と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
あ
り
ま
す
。

称
名
と
い
い
、
念
仏
と
い
い
、
名
号
と
い
っ
て
も
本
願
を
離
れ
る
と
ば
ら
ば
ら
で
す
。

た
と
え
て
み
る
と
名
号
は
行
と
い
う
。
本
願
が 

名
号
と
し
て
行
じ
、
働
く
ん
で
す
。

と

こ

ろ

で

こ

の

間

『
教
行
信
証
』

の
英
訳
が
完
成
し
た
と
い
う
の
で
貰
っ
た
ん
で
す
が' 

鈴
木
大
拙 

師
は
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
て
本
願
と
か
行
と
い
う
言
葉
を
訳
し
て
ま
す
ね
。
信
と
い
う
字
は
あ
ま
り
苦
労
が
な
い
。

一
番
問
題
に
な
る
の
は 

行
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。

一
般
的
に
い
う
と!

?

目

(

実
践)

で
す
。

英

語

で

は

を

あ

て

る

。

し
か
し
そ
れ
で
は
な
か
な
か
意
が 

尽
せ
な
い
。

こ
こ
で
思
い
だ
す
ん
で
す
が
、

ゲ

ー

テ

に

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

と
い
う
作
品
が
あ
っ
て
、

そ

の

中

に

『
聖
書
』

の

「
は
じ
め
に
言
葉
あ 

り
」

と
い
う
所
を
翻
訳
す
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
「
は
じ
め
に
言
葉
あ
り
」

の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
ロ
ゴ
ス
と
い
う
。
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
が
あ 

っ
た
」

と
い
う
ん
で
す
。

日

本

で

は

『
聖
書
』

は
明
治
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
す
が
翻
訳
と
し
て
は
傑
作
で
す
。
中
国
で
は
ロ
ゴ
ス
を
道
と 

訳
し
た
。
道
は
行
で
す
。

ゲ

ー

テ

の

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
中
で
主
人
公
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
考
え
て
「
は
じ
め
に
力
あ
り
」
と

「
力
」(
^
3

宗) 

と
訳
す
の
で
す
が' 

落
ち
つ
き
ま
せ
ん
。

満
足
せ
ぬ
の
で
す
。

だ

か

ら

更

に1
し

こ
れ
も
力
や
働
き
と
訳
し
ま
し
た
。

働
く
能
力
で
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す
。
と

こ

ろ

が

「
行
巻
」

で
も
大
行
と
も
い
い
、 

正
業
、 

本
願
名
号
正
定
業
と
い
う
よ
う
に
で
す
ね
、 

称
名
だ
と
か' 

念
仏
だ
と
か
、 

南 

無
阿
弥
陀
仏
だ
と
か
違
っ
た
概
念
が
次
々
に
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
大

拙

師

の

訳

で

は

行

は
(

生
き
て
い
る)

と
な
っ 

て
い
ま
す
。
苦
労
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

本
願
が
人
間
の
上
に
生
き
て
働
い
て
い
る
と
い
う
ん
で
す
。

三

我
々
は
行
と
い
う
と
分
っ
た
と
い
う
が
、

こ
と
ば
を
よ
く
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

働
く
と
い
う
と
手
を
動
か
し
た
り
、

足 

を
動
か
し
た
り
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
本
願
が
死
ぬ
と
教
理
に
な
る
。
我
々
が
職
業
宗
教
家
に
な
る
と
今
ま
で
生
き
て
い
た
教
学
が 

教
理
に
な
る
。
教
条
主
義
に
な
る
の
を
死
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
。

聖
道
が
死
ん
だ
と
い
う
の
は
消
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
は
残 

っ
て
い
る
が
教
だ
け
に
な
っ
た
の
を
死
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
行
に
な
ら
ぬ
。
行
と
か
証
と
か
は
生
き
た
人
間
の
上
に
あ
る
も
の
で
す
。
 

教
が
図
書
館
の
本
の
中
に
あ
る
、

こ
れ
を
龍
宮
に
入
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。

本
に
な
っ
た
の
を
仏
法
が
死
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
。

本
の 

話
は
死
ん
で
い
る
。
仏
教
を
勉
強
す
る
と
い
っ
て
も
教
理
を
研
究
す
る
こ
と
を
考
え
た
ら
何
に
も
な
ら
ん
。
仏
教
を
学
ぶ
の
は
教
条
主
義 

を
破
る
こ
と
で
す
。

「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
」

と
は
教
理
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
間
で
も
庾
に
な
っ
て
か
ら
死
ん 

だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
息
が
止
っ
た
時
死
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
。

灰
に
な
る
の
を
待
た
ぬ
で
し
ょ
う
。
仏
法
で
も
そ
う
で
す
。

教
理
に 

な
っ
た
時
も
う
死
ん
で
る
ん
で
す
。
教
理
で
な
い
脈
々
と
し
て
生
き
て
い
る
、
我
々
の
全
身
全
霊
に
満
ち
満
ち
て
い
る
も
の
を
生
き
て
い 

る
と
い
う
ん
で
す
。
行
と
し
て
ね
。

仏
教
で
は
信
者
と
は
あ
ま
り
い
い
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
行
者
と
い
い
ま
す
。
念
仏
の
教
え
を
単
に
覚
え
て
い
る
人
を
行
者
と
は
い
わ
な
い
。
 

理
解
者
で
す
。
本
願
も
よ
い
も
の
だ
と
周
辺
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
だ
け
で
す
。

「
宗
教
と
は
大
切
な
も
の
だ
と
分
っ
た
」

と
い
っ
て
る
に 

す
ぎ
な
い
。

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
願
に
立
っ
て
本
願
に
生
き
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
願
を
傍
観
し
て
い
る
の
で
は 

な
い
。
本
願
に
生
き
る
人
を
行
者
と
い
う
ん
で
す
。
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行
と
い
う
が
本
願
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
名
は
行
と
い
う
意
味
を
失
い
ま
す
。
仏
の
名
が
記
号
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
本
願
が
つ
く 

と
名
が
行
と
な
り
ま
す
。
行
た
る
名
で
す
。
我
々
は
名
号
を
通
し
て
本
願
に
触
れ
る
ん
で
す
。
本
願
が
現
に
生
き
て
働
い
て
い
る
の
は
名 

号
で
す
。
行
と
し
て
働
い
て
い
る
。

そ
こ
で
は
本
願
と
名
号
は
一
体
で
す
。

本
願
の
名
号' 

名
号
の
本
願
で
す
。

『
歎
異
抄
』

に
誓
名
別 

信
計
と
い
っ
て' 

本
願
と
名
号
を
二
つ
に
分
け
る
の
は
間
違
い
だ
と
い
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
本
願
に
先
立
っ
て
名
号
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
名
号
が
な
い
と
本
願
に
触
れ
て
み
よ
う
が
な
い
。
我
々
の
上
に
本
願
が
行
じ
て
お 

る
、 

そ
の
名
号
を
通
し
て
そ
の
源
泉
に
触
れ
る
ん
で
す
。

本
願
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
願
に
覚
め
る
の
で
す
。

も
し
本
願
の 

呼
び
か
け
な
し
に
本
願
を
考
え
る
と' 

絶
対
精
神
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
何
だ
か
分
ら
な
く
な
る
ん
で
す
。
本
願
の
こ
と
ば 

を
通
し
て
こ
と
ば
の
魂
に
触
れ
る
ん
で
す
。
本
願
は
名
号
の
魂
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
名
号
が
一
番
始
め
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

し
か
し
名
号
は
単
な
る
名
で
は
な
い
。
本
願
の
名
で
す
。

だ
か
ら
本
願 

も
亦
始
め
と
い
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。

そ

の

時

は

!一

コ
ヨ
ー
まV

の
原
理
で
す
。

本
願
は
原
理
の
意
味
で
始
め
で
あ
り
、
名
号
は' 

？

の
意
味
で
始
め
で
す
。
本
の
願
と
い
う
の
が
願
が
本
に
な
る
ん
で
す
。

そ 

こ
に
本
願
を
始
め
と
し
て
仏
教
が
成
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

四

『
教
行
信
証
』

は
仏
教
の
論
と
い
っ
て
も
仏
教
概
論
で
は
な
い
。

何
か
原
理
が
あ
る
ん
で
す
。
仏
教
を
し
て
仏
教
た
ら
し
め
て
い
る
原 

理
に
立
っ
て
、
仏
教
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
を
宗
と
い
う
の
で
す
。
曇

鸞

大

師

は

『
論
註
』

の
中
で
天
親
菩
薩
の
願
生 

に
は
宗
が
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
の
宗
と
は
個
人
的
な
意
見
で
は
な
い
。

歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
の
で
す
。

天
親
菩
薩
で
な
し 

に
、
超
個
人
的
な
も
の
に
立
っ
て
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

浄
土
真
宗
と
は
宗
派
の
名
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教
の
根
幹
を
押
え
て
浄
土
真
宗
と
い
う
ん
で
す
。
選
択
本
願
浄
土
宗
、

そ
こ
に
大
乗
仏
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教
の
原
理
が
あ
る
。

つ
ま
り
本
願
を
原
理
と
し
、
名
号
を
体
と
し
て
仏
教
が
成
立
つ
と
い
う
意
味
で
す
。
宗
派
の
名
で
は
な
い
の
で
す
。
具
体
的
に
い
う
と 

宗
は
大
切
で
す
が
派
は
セ
ク
ト
で
し
ょ
う
。

セ
ク
ト
は
破
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

セ
ク
ト
か
ら
解
放
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
清
沢
先
生
の
秀
れ
た
功 

績
は
宗
派
を
破
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
宗
門
の
教
学
で
は
な
く
、
人
間
の
教
学
か
ら
先
生
は
出
発
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
身 

は
派
の
中
に
あ
っ
て
も
思
想
は
派
を
超
え
て
い
る
。
始
め
か
ら
派
を
超
え
た
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

だ
か
ら
派
か
ら
見
る
と
異
安
心
と 

い
う
ん
で
す
。
無
力
な
も
の
な
ら
異
安
心
と
い
わ
ぬ
。
力
が
あ
る
か
ら
い
う
ん
で
し
ょ
う
。
力
が
あ
る
と
い
う
の
は
感
動
が
あ
る
こ
と
で 

す
。
親

鸞

は

法

然

上

人

の

教
を

う
け
て

「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
 

脈
々
と
し
て
動
い
て
い
る
感
動
で
す
ね
。
人
間
が
感
動
せ
ぬ
所
に
仏
教
が
生
き
て
い
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。

教
条
主
義
派
は
感
動
を
恐
れ
る
の
で
す
。
小
さ
い
無
力
な
も
の
な
ら
ば
眼
中
に
置
か
ぬ
。

眼
中
に
置
か
ざ
る
を
得
ぬ
よ
う
に
な
る
と
弾 

圧
す
る
。
弾
圧
す
る
時
は
す
る
方
が
負
け
た
ん
で
す
。

『
教
行
信
証
』

は

「
大
乗
仏
教
こ
こ
に
あ
り
」

と
叫
ん
で
い
る
の
で
す
。
も
し
選 

択
本
願
を
と
っ
た
ら
大
乗
仏
教
と
い
っ
て
も
空
論
だ
と
い
う
の
で
す
。

い
や
天
台
宗
も
、
真
言
宗
も
大
乗
仏
教
と
い
う
か
も
知
ら
ぬ
が
、 

大
乗
の
教
理
が
あ
る
だ
け
で
空
論
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
が
浄
土
宗
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

い
ろ
い
ろ
あ
る
中
の
一
つ
で
な
い
。

現 

に
生
き
て
働
い
て
い
る
の
は
選
択
本
願
な
の
だ
。
念
仏
の
も
る
所
に
仏
教
は
生
き
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
は
自
分
の
宗
派
を
褒
め 

あ
げ
る
の
で
な
い
。
褒
め
て
、
広
告
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
派
で
す
。

『
教
行
信
証
』

は

「
大
乗
仏
教
こ
こ
に
あ
り
」

と

い
う
現
に
生
き
て

働
い
て

い
る
教
学
を
『
大
無
量
寿
経
』

の
中
に
見
出
し
た
の
で
す
。
 

大
乗
仏
教
そ
の
も
の
は
念
仏
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ

う

い

う

意

味

で

『
教
行
信
証
』

は
論
で
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

親
鸞
と
い
う
名
が 

使
命
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』

は
単
に
信
仰
を
表
白
し
た
だ
け
で
な
く'

そ
れ
を
通
し
て
大
乗
仏
教
の
根
幹
を
明
ら
か
に 

し
た
の
で
す
。
だ

か

ら

『
教
行
信
証
』

は
新
た
な
る
浄
土
論
で
し
ょ
う
。

七
高
僧
の
中
に
は
他
に
も
あ
る
が
法
然
の
伝
統
を
遡
る
と
そ
こ
に
『
浄
土
論
』

が
あ
り
、

『
浄
土
論
』

を

遡

る

と

『
大
無
量
寿
経
』

が
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あ
る
。

『
浄
土
論
』

は

前

に

は

『
大
無
量
寿
経
』
を
承
け
、
後

に

は

『
教
行
信
証
』

を

生

ん

だ

と

い

う

位

置

を

持

っ

て

い

る

の

で

す

。
 

『
浄
土
論
』

は

『
教
行
信
証
』

の

「
信
巻
」

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し

か

し

『
教
行
信
証
』

の
全
部
が
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
っ 

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
教
巻
」

の

始

め

に

は

「
謹

按-
一
浄
土
真
宗
ハ 

有
一-

二
種
回
向
『

一
者
往
相
二
者
還
相
。
就
一
一
往
相
回
向
ハ 

有
一
一
真
実
教
行
信
証-

」

と
述 

べ
ら
れ
て
い
る
。

そ

し

て

「
教
巻
」
を
述
べ
る
の
に
真
実
の
教
を
全
体
の
上
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
こ
に
二
種
の
回
向
が
あ 

る
。

二

種

の

回

向

の

中

に

『
教
行
信
証
』

を
包
む
の
で
す
。

そ
の
回
向
を

明
ら

か
に
す

る
の
が

『
浄
土
論
』

で
す
。

そ
の
回
向
に
つ
い
て
曇
鸞
大
師
は
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
ま 

す
。

『
論
』

で
は
回
向
門
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
更

に

遡

る

と

『
大
無
量
寿
経
』

に
は

本

願

成

就

の

経

文
が

あ

っ
て

「
至
心
に
回
向
し
た 

ま
へ
り
」

と
で
て
い
ま
す
。

そ
の
回
向
の
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
五
念
門
で
す
。

「
信
巻
」

に

は

「
一
心
の
華
文
」

と
い
う
。

こ

れ

は

『
浄
土
論
』

を
讃
嘆
さ
れ
る
こ
と
ば
で
す
。

だ

か

ら

「
一
心
偈
」

と
い
っ
て
も
よ 

い
。

天

親

は

「
願
生
偈
」

と
名
づ
け
た
。
親
鸞
が
浄
土
を
論
ず
る
な
ら'

「
一
心
偈
」
と
い
い
そ
う
な
も
の
で
す
け
ど
、
そ
の
浄
土
の
論
を 

「
入
出
二
門
偈
」

と
い
っ
て
い
ま
す
。

「
信
巻
」

で

み

る

と

「
一
心
の
華
文
」

と
い
っ
て
あ
る
。

本
願
成
就
の
一
心
を
述
べ
ら
れ
た
の
が 

「
願
生
偈
」

で
す
。
願
生
の
一
心
で
す
。

入
出
ニ
門
は
、
本

は

『
浄
土
論
』

の
問
題
で
あ
る
が
、

そ

れ

を

『
浄
土
論
』

か
ら
取
り
出
し
た
。
 

そ
こ
で
、

こ
の
一
心
と
入
出
二
門
の
関
係
が
始
め
か
ら
問
題
と
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
事
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
い
ち
ば
ん
良
い
で
す
ね
。

五

「
願
生
偈
」

は
偈
文
、
歌
、
詩
で
す
。

つ
ま
り
詩
歌
で
す
。

偈
文
は
こ
と
ば
通
り
か
ら
い
え
ば
韻
文
で
す
。
散
文
は
長
行
と
い
う
。
行 

は
歩
む
意
味
で
な
く
て
文
章
の
行
の
意
味
で
す
。

つ
ま
り
散
文
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。
韻
文
は
短
く
、
散
文
は
長
い
。

『
浄
土
論
』

も
韻
文
と
散
文
で
で
き
て
い
ま
す
。
散

文

の

所

を

読

む

と

「
論
日
」

と
あ
り
ま
す
。

『
浄
土
論
』

と

か

『
往
生
論
』

と
か
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い
う
の
は
散
文
が
あ
る
か
ら
論
と
い
う
の
か
と
考
え
る
か
も
知
ら
ぬ
が
韻
文
が
論
で
す
。
散
文
は
韻
文
に
外
か
ら
加
え
た
の
で
は
な
い
。
 

韻
文
の
中
に
あ
る
も
の
を
取
り
出
し
た
の
で
す
。
韻
文
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
拡
げ
た
の
で
す
。
格
か
ら
い
え
ば
散
文
の
方
が
劣
っ
て 

い
る
。
本
当
は
韻
文
だ
け
で
充
分
な
の
で
す
。
散
文
は
格
調
が
低
い
が
、
韻
文
は
格
調
が
高
い
。

「
耳
あ
る
も
の
は
聞
け
」

こ
れ
が
韻
文 

で
す
。
韻
文
は
解
釈
を
超
え
て
い
る
。
朗
々
と
読
誦
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
所
か
ら
い
う
と
韻
文
だ
け
で
充
分
で
す
。
 

韻

文

を

見

る

と

第

一

行

に

「
世
尊
我
一
心
」

と
あ
り
、
第

二

行

に

は

「
我
依
修
多
羅 

真
実
功
徳
相
」

と
あ
り
ま
す
。

そ
の
真
中
で
は 

「
故
我
願
生
彼 

阿
弥
陀
仏
国
」

と
あ
り' 

終

り

に

は

「
我
作
論
説
偈
」

と

四

ケ

所

に

「
我
」

を

置

い

て

「
願
生
偈
」

の
文
章
的
組
織
を 

表
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
以
上
は
無
用
、

こ
れ
以
下
で
は
足
ら
ぬ
と
整
然
と
し
て
い
ま
す
。

我
と
い
う
の
は
何
か
。
自
分
を
表
す
文
だ
と
い
う
意
味
で
す
。

告

白

刃

更
!1

1
1
1 :

口%

英

語

の

。
〇
!
!

〇
邕0

1
!

で
す
。

天
親
菩
薩
が
自 

分
自
身
を
表
白
し
た
こ
と
ば
で
す
。

天

親

菩

薩

は

「
願
生
偈
」

で
自
己
全
体
を
尽
し
て
い
る
の
で
す
。
解

義

分

の

文

は

「
我
」

と
い
う
字 

が
ー
つ
も
な
い
。

か
わ
り
に
善
男
子
、
善
女
人
が
で
て
い
る
。

五
念
門
、

つ
ま
り
行
の
主
語
は
善
男
子
で
す
。

天
親
菩
薩
と
い
う
我
は
ー 

心
の
主
語
、
信
心
の
主
語
で
す
。
行
の
主
語
は
善
男
子
、
善
女
人
で
、
或
い
は
菩
薩
と
い
っ
て
も
よ
い
。
善
男
子
、
善
女
人
が
五
念
門
を 

行
ず
る
と
五
念
門
に
よ
っ
て
善
男
子' 

善
女
人
が
菩
薩
に
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
菩
薩
と
い
う
語
が
で
て
く
る
の
で
す
。

「
願
生
偈
」 

と
解
義
分
は
そ
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

論
の
体
は
解
義
分
を
通
し
て
み
る
と' 

形
式
上
は
始
め
の
二
行
は
序
分
で
す
。

「
観

彼

世

界

相

勝

過

三

界

道

」

か
ら
は
正
説
分
で
、
 

そ

の

真

中

に

「
故

我

願

生

彼

阿

弥

陀

仏

国

」
と
い
う
字
が
あ
る
。

正
説
分
全
体
を
代
表
す
る
我
な
ん
で
す
。
最

後

の

「
我
作
論
説
偈
」 

の
我
は
結
文
で
す
。

こ
う
い
う
工
合
に
序
分
と
正
説
分
と
結
文
と
に
我
が
あ
り
、
序
分
中
に
二
つ
の
内
容
が
あ
る
か
ら
我
が
二
つ
置
い
て 

あ
る
。

そ
れ
で
四
ケ
所
に
我
が
あ
り
ま
す
。

形
式
的
に
は
我
は
四
つ
あ
る
が
、
内

容

か

ら

い

う

と

「
我
一
心
」

が
い
ち
ば
ん
大
切
で
す
。

『
論
註
』

に

は

「
故
論
主
建
言
我
一
心
」 

と
あ
り
ま
す
。
文

の

は

じ

め

に

「
建
」

と
い
う
。

「
建
」

の
字
が
大
切
な
ん
で
す
。

な
ぜ
大
切
か
と
い
う
と
、

は
じ
め
が
終
り
を
包
ん
で
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い
る
の
で
す
。

は
じ
め
に
一
心
が
あ
る
。
曇

鸞

は

「
我
一
心
」

と
、
我
と
一
心
を
離
さ
な
い
。

一
心
そ
の
も
の
が
我
な
ん
で
す
。

一
心
を 

も
っ
て
我
と
な
す
。
我
と
い
う
字
は
主
体
を
表
す
の
で
す
。

一
心
に
よ
っ
て
人
間
は
主
体
を
確
立
す
る
の
で
す
。

も
し
一
心
な
く
ば
我
々
は
縁
に
よ
っ
て
動
い
て
お
る
だ
け
で
し
ょ
う
。
縁
に
よ
っ
て
一
喜
一
憂
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

少
し
め
で
た
い 

と
感
激
し' 

少
し
気
に
入
ら
ぬ
と
悲
観
し
て
自
己
を
忘
れ
る
。

感
激
す
る
の
も
我
は
な
い
し
、
悲
観
す
る
の
も
我
は
な
い
。
我
が
な
か
っ 

た
ら
一
生
浮
き
沈
み
し
て
い
る
だ
け
に
な
り
ま
す
。

絶
対
自
由
の
我
を
確
立
す
る
た
め
に
宗
教
が
あ
る
の
で
す
。
絶
対
自
由
の
我
は
主
体
を
表
す
の
で
す
。

こ
れ
だ
け
は
強
制
す
る
わ
け
に 

ゆ
か
ぬ
。

『
歎
異
抄
』

第

二

章

に

は

「
詮
ず
る
と
こ
ろ
、 

愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。

こ
の
う
へ
は
、 

念
仏
を
と
り
て
信 

じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も' 

ま
た
す
て
ん
と
も' 

面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
」

と
い
っ
て
あ
る
。
こ
れ
が
私
の
信
仰
の
全
体
で
す
。

賛
成
さ 

れ
る
か
ど
う
か
は
皆
さ
ん
の
自
由
で
す
。
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

勝
手
に
せ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

信
仰
だ
け
は
強
制
で
き
ぬ
。
 

も
っ
と
も
強
制
す
る
の
も
あ
り
ま
す
。

折
伏
と
い
っ
て
ね
。

ま
た
押
し
売
り
も
あ
る
。

自
分
が
良
い
と
思
う
と
他
人
に
勧
め
る
。

こ
れ 

は
外
国
人
の
考
え
で
す
。

そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
人
な
ん
か
嫌
わ
れ
る
。
東

洋

の

考

え

は

「
自
己
の
欲
せ
ざ
る
を
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
」 

で
す
。
だ
か
ら
逆
で
す
。

外
国
人
は
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
他
人
に
も
や
ら
せ
る
。
反
対
で
す
。

押
し
売
り
で
き
る
の
は
商
売
だ
け
で 

し
よ
う
。

信
仰
だ
け
は
宿
業
の
中
に
あ
っ
て
、
宿
業
を
超
え
て
い
る
。
宿
業
を
は
ね
の
け
る
の
で
な
い
。
宿
業
を
喜
ん
で
引
き
受
け
る
。
だ
か
ら 

絶
対
自
由
で
す
。
喜
ん
で
引
き
受
け
る
も
の
を
縛
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。

そ
う
い
う
意
味
で
信
仰
は
絶
対
自
由
で
す
。

そ
れ
が
我
と
い
う 

こ
と
で
す
。

六

「
願
生
偈
」

は
歌
と
い
う
よ
り
自
己
を
表
白
し
た
歌
で
す
。
讃
美
歌
と
か
嘆
仏
歌
と
い
う
よ
う
に
、
讃
え
る
意
味
が
あ
る
か
ら
偈
頌
と
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い
う
の
で
す
。

た
だ
の
詩
で
な
く
、
自
己
の
信
心
を
告
白
し
て
い
る
。
本
願
の
徳
を
た
た
え
る
嘆
仏
を
通
し
て
、

一
心
を
告
白
し
て
い
る 

の
で
す
。
嘆
仏
と
い
う
仏
は
信
心
の
中
に
生
れ
た
の
で
す
。
清

沢

先

生

は

「
如
来
と
い
う
の
は
我
が
信
ず
る
如
来
だ
」

と
い
わ
れ
る
。
如 

来
を
信
ず
る
と
い
う
が' 

如
来
と
信
ず
る
と
二
つ
あ
る
の
で
な
い
。
曾
我
先
生
の
九
十
歳
の
時
の
講
演
の
題
は

「
如
来
あ
る
が
故
に
信
ず 

る
か
、
信
ず
る
が
故
に
如
来
在
す
か
」

で
す
。
若
い
時
に
清
沢
先
生
に
聞
か
れ
て
、

そ
れ
を
思
い
出
し
て
題
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
 

多
く
の
人
は
如
来
あ
っ
て
信
ず
る
と
思
う
。
実
は
信
ず
る
と
こ
ろ
に
如
来
あ
り
で
す
。
如
来
は
何
処
か
に
あ
る
の
で
な
く
自
分
の
中
に 

誕
生
し
た
の
が
如
来
で
す
。
私
を
破
っ
て
私
の
中
に
名
告
り
を
あ
げ
た
の
が
如
来
で
す
。
実
際
い
う
と
信
心
に
救
わ
れ
る
の
で
す
。
如
来 

に
救
わ
れ
る
と
い
う
が
、

こ
れ
は
間
接
な
ん
で
す
。
教
と
し
て
そ
う
い
う
の
だ
が
、

具
体
的
な
自
覚
の
事
実
は
我
々
の
頂
い
た
信
心
が
我 

々
を
救
う
の
で
す
。
信
心
そ
の
も
の
が
如
来
で
す
。

そ
う
い
う
如
来
な
る
が
故
に
讃
嘆
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。

「
願
生
偈
」

に
即 

し
て
い
え
ば
、
嘆
仏
を
通
し
て
や
は
り
信
が
表
明
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
偈
文
の
方
が
論
の
体
で
す
。

正
説
分
は
一
心
の
心
境
を
展
開
し
て
い
る
。
願
生
の
一
心
は
貧
者
の
一
灯
の
よ
う
な
も
の
で
す
が 

内
容
は
長
者
の
万
灯
に
勝
る
。

「
観
彼
世
界
相
」

と
は
つ
ま
り
如
来
の
世
界
で
す
。
我
々
は
穢
土
に
お
る
の
で
す
が' 

我
一
心
を
開
け
ば 

穢
土
に
お
る
ま
ま
で
穢
土
を
超
え
て
如
来
の
世
界
に
触
れ
る
。

だ
か
ら
安
ん
じ
て
穢
土
に
お
れ
る
ん
で
す
。

偈
文
に
は
い
ろ
い
ろ
述
べ
ら
れ
て
あ
る
が
解
義
分
を
通
し
て
見
る
と
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。

二
十
九
種
の
荘
厳
功 

徳
は
句
で
あ
る
。

論
の
体
は
二
十
九
句
で
す
。
他

の

論

に

「
論
体
金
剛
句
」

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

句
と
は
文
章
で
す
。

い
う
て
み
れ 

ば

『
浄
土
論
』

の
体
は
金
剛
句
で
し
ょ
う
。

浄
土
は
ア
メ
リ
カ
が
あ
る
よ
う
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
外
境
で
は
な
く
純
粋
の
内
面
の
世
界
で
す
。
浄
土
は
意
味
の
世
界
で
す
。
 

浄
土
の
話
は
い
か
に
も
遠
い
よ
う
に
考
え
て
、

死
ん
で
か
ら
の
話
と
い
う
が
、
死
ん
で
か
ら
あ
る
わ
け
で
な
い
。

死
ん
で
か
ら
と
い
う
の 

も
深
い
意
味
が
あ
る
が
、
本
願
・
浄
土
の
歴
史
は
深
い
背
景
が
あ
っ
て
一
朝
一
タ
の
話
で
な
い
。

人
間
の
魂
の
底
を
流
れ
て
き
て
い
る
。
 

こ
れ
が
宗
教
心
、
願
生
心
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
生
活
経
験
を
通
し
て
磨
か
れ
て
き
て
い
る
。
苦
労
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
我
々
は
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自
分
が
苦
労
し
た
と
思
っ
て
い
る
が
そ
う
で
な
い
。
願
生
心
が
苦
労
し
て
き
た
の
で
す
。

願
生
心
が
人
間
の
労
苦
を
な
め
つ
く
し
て
私
の 

上
に
成
就
し
た
。
私
の
上
に
成
就
す
る
ま
で
は
そ
れ
だ
け
の
長
い
道
程
が
あ
る
。

だ

か

ら

「
ご
苦
労
さ
ま
」

と
い
う
。

わ
し
が
苦
労
し
た 

と
い
う
の
は
苦
労
せ
ぬ
か
ら
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
に
意
味
の
世
界
、
 

意

味

と

は

「
恭
け
な
い
」

と
い
う
意
味
の
世
界
が
あ
る
。

そ
の
他
に
浄
土
は
な
い
。

そ
う
い
う
世
界
を
開
く
と 

こ
ろ
に
宗
教
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
苦
労
を
し
て
も
恭
け
な
さ
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。

い
か
な
る
労
苦
に
も
甘
ん
じ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
地
獄
に
堕
ち
て
後
悔
せ
ぬ 

と
い
う
の
で
す
。

こ
の
恭
け
な
さ
か
ら
見
れ
ば
堕
地
獄
な
ん
て
何
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

(
木
就
は' 

昭
和
四
十
ハ
年
十
一
月
、
岐
車
用
慈
光
会
主
傕
の
『
入
出-

一
竹
備
』
の

会

る

第

三

誰

の

维

嫁

で

あ

る-

文
爻 

編
集
都)
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