
本

願

の

い

の

ち

!

入
出
二
門
の
源
泉
——

安 

田 

理 

深

一
般
に
『
浄
土
論
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、

「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
の
が
『
浄
土
論
』
自
身
が
考
え
て
い
る
名
前 

で
す
。

「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
か
ら
、
論
の
背
景
に
は
「
無
量
寿
経
」
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
ま
す
。

『
大
無
量
寿 

経
』
か
ら
生
れ
て
、
後

に

『
教
行
信
証
』
を
生
み
だ
し
た
論
で
す
。

「
無
量
寿
経
」
と
い
う
と
、
今
日
考
え
る
と
三
部
経
で
す
。

『
大
無 

量
寿
経
』
に
つ
い
で
小
さ
い
無
量
寿
経
も
あ
る
。
こ
れ
を
区
別
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
。
大
小
の
無
量
寿
経
に
『
観
無
量
寿
経
』
が 

加
っ
て
、
浄
土
三
部
経
と
い
っ
て
い
ま
す
。
経
典
は
三
つ
の
無
量
寿
経
、
論

は

『
浄
土
論
』
、

こ
れ
を
三
経
一
論
と
い
う
、

こ
の
こ
と
は 

法
然
上
人
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
が
元
は
曇
鸞
大
師
で
す
。
曇
鸞
の
時
に
浄
土
の
根
本
聖
典
が
き
ま
っ
た
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
に
は
観
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
観
彼
世
界
相
と
か
観
仏
本
願
力
と
か
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
入
出
二
門
即
ち
五 

念
門
の
中
で
も
作
願' 

観
察
と
あ
る
。
だ
か
ら
『
観
無
量
寿
経
』
も

『
浄
土
論
』

の
背
景
に
あ
る
と
い
う
の
が
曇
鸞
の
解
釈
で
す
。
 

今
日
の
経
典
史
学
、
経
典
を
一
つ
の
文
学
と
し
て
客
観
的
に
扱
う
立
場
か
ら
は
問
題
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
曇
鸞
は
自
己
を
明
ら 

か
に
す
る
教
と
し
て
経
典
を
見
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
単
な
る
文
学
と
し
て
経
典
を
見
る
の
で
な
い
。
今

日

「無
量
寿
経
に
聞
く
」
と
か 

「
阿
弥
陀
経
に
聞
く
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
聞
法
と
い
う
立
場
か
ら
経
典
の
中
に
自
分
の
問
題
を
問
う
て
い
く
、
こ
れ 

が
仏
道
の
伝
承
で
し
ょ
う
。
文
学
と
し
て
経
典
を
見
る
場
合
と
問
題
の
種
類
が
違
う
。
教
と
し
て
見
れ
ば
願
生
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
で
し
ょ
う
。

印
度
に
お
い
て 

『
浄
土
論
』

は
三
経
に
対
し
て
唯
一
の
論
で
す
。

龍
樹
菩
薩
に
も
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
け
れ
ど
龍
樹
菩
薩
の 

『
十
住
毘
婆
娑
論
』
は

『
十
地
経
』
の
論
で
す
。
そ
の
中
に
た
ま
た
ま
「
易
行
品
」
が
あ
っ
て
、

「
無
量
寿
経
」
の
念
仏
往
生
の
教
に
触 

れ
る
所
が
あ
る
。
そ
れ
で
「
無
量
寿
経
」
の
伝
承
の
第
一
は
龍
樹
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
親
鸞
が
い
っ
た
と
い
う
が
曇
鸞
が
そ 

う
い
っ
て
い
ま
す
。
曇
鸞
は
直
接
に
は
『
浄
土
論
』
を
解
釈
さ
れ
て
『
論
註
』
と
い
う
の
で
す
が
、
始

め
に
「
謹
案
龍
樹
菩
薩
十
住
毘
婆 

娑
論
」
と
い
っ
て
難
易
二
道
が
出
て
く
る
。
喩
え
で
す
が
世
間
に
も
陸
路
を
歩
む
道
と
水
上
を
船
で
行
く
道
と
二
つ
の
道
が
も
る
。
そ
れ 

と
同
じ
く
大
乗
の
菩
薩
道
に
も
難
易
二
道
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
易
行
道
に
立
っ
て
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の 

位
置
を
決
定
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
曇
鸞
は
直
接
『
浄
土
論
』
を
解
釈
す
る
の
で
な
く
、
龍
樹
菩
薩
の
易
行
道
の
上
に
『
浄
土
論
』
を
見 

て
い
く
。
も
し
曇
鸞
が
な
け
れ
ば
龍
樹
菩
薩
は
天
親
菩
薩
と
関
係
が
な
い
。
曇
鸞
に
よ
っ
て
龍
樹
、
天
親
の
伝
承
が
見
出
さ
れ
て
き
て
い 

る
の
で
す
。
こ
れ
も
意
味
が
深
い
こ
と
で
す
。

大
乗
で
は
十
地
と
か
大
地
と
か
地
と
い
う
こ
と
で
仏
道
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
は
小
乗
か
ら
出
て
き
た
の
で
な
く
、
仏
道
が 

も
っ
と
深
い
根
源
の
仏
教
に
還
っ
て
き
た
の
で
す
。
小
乗
が
先
に
あ
っ
て
大
乗
が
後
か
ら
出
て
き
た
の
で
な
く
大
乗
が
先
に
あ
っ
た
の
で 

す
。
小
乗
仏
教
が
本
来
の
仏
道
に
還
っ
て
き
た
の
を
大
乗
と
い
う
の
で
す
。
小
乗
は
内
容
か
ら
見
る
と
部
派
仏
教
で
す
。
こ
れ
は
前
回
言 

い
ま
し
た
が
、
宗
派
と
い
う
よ
う
な
派
の
仏
教
で
す
。
そ
れ
を
阿
毘
達
磨
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

小
乗
は
無
数
の
部
派
に
分
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
は
部
派
で
は
表
す
こ
と
の
で
き
ぬ
、
も
っ
と
原
始
の
精
神
を
回
復
す
る
仏
教
の
ル
ネ 

ッ
サ
ン
ス
と
し
て
興
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
教
理
的
概
念
を
破
っ
て
大
地
、
十
住
と
は
菩
薩
の
大
地
で
す
が
、
そ
れ
を
見
出
し
て
き
た
。
 

仏
を
生
み
だ
す
大
地
で
す
。
仏
の
母
胎
で
す
。
印
度
の
『
般
若
経
』
に

は

『
仏
母
般
若
経
』
と
あ
り
ま
す
。

『
十
地
経
』

の
始
め
に
は
菩 

薩
が
菩
提
心
と
い
う
仏
道
の
願
を
お
こ
す
や
否
や
そ
の
時
「
生
在
仏
家
」
と
あ
り
ま
す
。
菩
提
の
願
、

『
十
地
経
』
は
菩
提
の
願
の
展
開 

で
す
。
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仏
道
の
願
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は' 

家
を
出
る' 

出
家
と
い
う
意
味
で
す
。
今
日
の
マ
イ
・
ホ
ー
ム
を
破
る
。V

イ

・
ホ
ー
ム
に
い 

た
ん
で
は
宗
教
に
な
ら
ぬ
。
夫
婦
仲
よ
く
と
か
親
子
仲
よ
く
で
は
仏
道
に
な
ら
ぬ
。
き
つ
い
こ
と
ば
で
す
が
、
福
音
書
に
は
「
キ
リ
ス
ト 

が
世
に
生
れ
た
の
は
、
妻
を
し
て
夫
に
背
か
し
め
、
子
を
し
て
親
に
背
か
し
め
ん
た
め
で
あ
る
」
(

マ
タ
イ
伝
10
章
34
節
〜
35
節
、
ル
カ
伝
14 

章
26
節
取
意)

と
い
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
家
と
い
う
世
俗
生
活
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
人
間
に
対
す
る
宣
戦
で
す
。
家
の
中
に
埋
没
さ
せ
・ 

自
分
を
失
わ
せ
る
そ
の
世
俗
を
破
る
た
め
に
宗
教
心
が
あ
る
。

「
家
」

つ
ま
り
世
俗
生
活
を
固
め
る
宗
教
を
現
世
利
益
と
い
う
ん
で
す
。
 

「
宗
教
は
社
会
に
ど
ん
な
利
益
が
あ
る
か
」
と
問
う
こ
と
は' 

そ
の
こ
と
自
体
が
非
宗
教
的
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
問
を
発
す
る
人
は
宗 

教
問
題
に
触
れ
ぬ
人
で
す
。
出
家
と
い
う
の
は
世
間
か
ら
人
間
を
救
い
出
す
意
味
で
す
。
だ
か
ら
出
世
間
道
に
始
め
て
立
っ
た
の
が
菩
提 

の
願
で
す
。
菩
提
は
家
の
中
に
入
ら
ぬ
。
菩
提
を
家
の
中
に
入
れ
る
と
家
が
破
れ
る
。
だ
か
ら
宗
教
的
願
に
触
れ
る
と
人
間
は
家
の
関
心 

か
ら
脱
出
さ
せ
ら
れ
る
。
幸
福
追
求
と
い
う
立
場
が
破
れ
る
ん
で
す
。
自
分
を
超
え
さ
せ
た
願
が
か
え
っ
て
新
し
い
自
分
の
大
地
と
な
る 

の
で
す
。
そ
の
大
地
か
ら
無
数
の
仏
が
生
れ
る
。
如
来
の
家
で
す
。

曾
我
先
生
が
仏
子
量
深
と
お
つ
し
ゃ
る
よ
う
に
仏
子
と
は
仏
の
息
子
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を
菩
薩
と
い
う
の
で
す
。
仏
子
は
仏
か 

ら
生
れ
て
仏
を
生
む
の
で
す
。
そ
こ
が
阿
羅
漢
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
阿
羅
漢
は
仏
に
助
け
ら
れ
て
そ
れ
で
し
ま
い
で
す
。
小
乗
部
派
仏 

教
で
は
自
分
が
救
わ
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
小
乗
仏
教
は
か
な
り
人
間
的
な
ん
で
す
。
家
を
破
っ
て
お
る
よ
う
だ
が
一
つ
の
自
己
肯
定
が 

あ
る
。
そ
う
い
う
利
己
的
な
も
の
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

真
に
人
類
的
な
道
が
大
乗
で
し
ょ
う
。
仏
の
家
に
生
れ
る
と
い
う
よ
り
も
仏
を
生
み
出
す
家
に
生
れ
る
。
仏
を
生
み
出
す
の
を
菩
提
心
・ 

願
と
い
う
の
で
す
。
菩
提
を
仏
と
い
う
。
菩
提
の
願
か
ら
菩
提
が
成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
す
。
菩
提
心
が
成
就
し
て
菩
提
と
な
る
。
菩
提 

心
を
起
せ
ば
も
う
そ
こ
に
到
来
の
菩
提
即
ち
如
来
を
胎
む
の
で
す
。

『
十
地
経
』
は
金
剛
蔵
菩
薩
と
解
脱
月
菩
薩
の
対
話
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
解
脱
は
正
覚' 

金
剛
は
菩
提
心
を
象
徴
し
て
い
る
の
で 

す
。
菩
提
心
と
菩
提
と
の
対
話
で
す
、 

金
剛
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
火
に
も
焼
け
ぬ
水
に
入
っ
て
も
溺
れ
ぬ
、
苦
労
し
た
と
い
う
く
ら
い
の
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こ
と
で
消
え
ぬ
、
不
幸
だ
か
ら
止
む
の
で
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
触
れ
て' 

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
動
か
さ
れ
ず
そ
れ
を
超
え
て
行
く
と
い 

う
の
で
す
。
そ
う
い
う
処
を
金
剛
と
い
う
。

い
わ
ば
宗
教
心
が
お
き
る
と' 

ま
た
駄
目
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
昨
日
あ
る
と
思
っ
て
も
今
日
は
な
い
と
い
う
の
で
な
い
。
そ 

う
な
る
の
は
阿
片
で
す
。
有
難
い
気
持
ち
を
注
射
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
宗
教
心
で
も
何
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
頼
り
な
い
宗
教 

心
な
ら
こ
っ
ち
が
助
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
当
の
宗
教
心
は
こ
っ
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
人
間
に
妥
協
せ
ぬ
も
の
が
宗
教 

心
で
す
。
人
間
は
自
分
と
妥
協
し
た
い
も
の
で
す
。
自
分
が
可
愛
い
い
ん
で
す
。
可
愛
い
さ
が
家
で
し
ょ
う
。
勿
論
菩
提
は
憎
む
も
の
で 

は
な
い
が
何
か
権
威
を
も
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
愚
か
な
人
が
お
こ
し
て
も
、
そ
れ
を
賢
い
人
と
い
え
ど
も
舐
め
る
わ
け
に
い
か
ぬ
。
ど
ん 

な
貧
し
い
人
で
も
王
者
の
権
威
を
持
つ
の
で
す
。
龍
樹
菩
薩
が
そ
う
云
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
菩
薩
の
お
こ
し
た
願
が
菩
薩
の
大
切
に
な
り
、
菩
薩
を
仏
に
す
る
の
で
す
。

「汝
の
信
仰
汝
を
救
え
り
」
で
す
。
菩
提
心
は
胸 

の
中
に
入
ら
ぬ
。
人
間
に
妥
協
せ
ぬ
。
か
え
っ
て
自
分
の
方
を
招
喚
し
て
摂
取
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
始
め
て
頼
り
に
な
る
の
で 

す
。
自
分
を
可
愛
が
る
も
の
は
頼
り
に
な
ら
ぬ
。
甘
え
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
。
有
無
を
い
わ
さ
ず
成
仏
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
 

考
え
て
み
る
と
菩
提
心
と
い
う
の
は
仏
に
成
り
た
い
願
い
と
口
癖
に
い
っ
て
い
る
が
、
仏
に
な
り
た
い
な
ん
て
本
当
は
思
わ
ぬ
の
じ
ゃ 

な
い
か
、
話
に
聞
い
て
い
る
の
で
癖
に
な
っ
て
往
生
と
か
い
う
が
内
容
は
楽
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
り
や
横
着
な
心
じ
ゃ
な
い 

か
ね
。
宗
教
心
は
我
々
の.
そ
う
い
う
横
着
な
心
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
も
の
で
す
。

そ
れ
が
阿
毘
達
磨
仏
教
で
は
教
理
の
為
に
窒
息
し
て
い
た
。
そ
れ
が
教
理
と
い
う
外
側
の
覆
い
を
破
っ
て
名
告
り
で
て
き
た
。
大
乗
が 

興
っ
た
ん
で
す
。
大
乗
が
興
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
乗
に
還
っ
た
の
で
す
。

一
度
菩
提
心
が
人
間
に
お
き
る
と
成
仏
す
る
ま
で
止
ま
ぬ 

の
で
す
。
菩
提
心
の
内
観
の
道
が
一
度
お
こ
る
と
尺
未
来
際
そ
れ
が
成
就
す
る
ま
で
は
止
ま
ぬ
の
で
す
。
止
め
た
い
の
は
む
し
ろ
こ
ち
ら 

で
す
。
ど
ん
な
に
よ
い
事
で
も
ち
ょ
っ
と
一
服
し
て
く
れ
と
い
う
ん
だ
が
、
菩
提
心
は
一
服
し
た
い
こ
と
は
な
い
。
我
々
が
寝
て
い
る
間 

で
も
覚
め
て
い
る
の
が
菩
提
心
で
す
。
ど
ん
な
に
菩
提
心
を
お
こ
し
て
も
人
間
は
寝
る
。
菩
提
心
が
あ
る
か
ら
寝
て
も
よ
い
。
菩
提
心
は
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寝
る
位
で
引
き
込
ま
ぬ
。
菩
提
心
は
一
念
一
刹
那
も
覚
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
大
地
を
菩
提
心
は
も
つ
の
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
は
大
地
と
い
わ
ず
に
、
地
に
代
っ
て
出
て
く
る
の
は
国
で
す
。

「願
生
彼
国
」
と
い
う
よ
う
に
。
国
も
大
地
も
象
徴 

の
世
界
で
す
。
国
だ
と
か
大
地
だ
と
か
い
う
の
は
教
理
を
語
る
言
葉
で
は
な
い
。
原
始
精
神
を
表
す
言
葉
で
す
。
あ
る
意
味
で
文
学
的
な 

言
葉
で
す
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
語
の
メ
ー
ル
ヘ
ン
宣
号
ヨ
目)

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
こ
れ
は
童
話
の
こ
と
で
す
。
神
々
の
物
語
り
と
い 

う
意
味
で
神
話
と
い
う
場
合
も
あ
る
が' 

大
地
と
か
国
と
か
い
う
の
は' 

い
わ
ば
童
話
的
用
語
で
あ
っ
て
教
条
的
用
語
で
は
な
い
の
で
す
。
 

何
か
強
烈
な
、
教
理
な
ん
か
に
満
足
で
き
ぬ
と
い
う
所
に
大
乗
の
精
神
が
あ
る
。
む
ろ
ん
実
際
的
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
学
問
な
ん 

か
に
満
足
せ
ぬ
、
も
っ
と
も
っ
と
内
面
的
な
意
味
で
す
。

本
願
の
本
は
「
は
じ
め
」
と
い
う
が
、
本
願
は
又
宿
願
と
も
い
う
。
何
か
原
始
的
な
願
と
い
う
意
味
が
本
と
い
う
中
に
あ
る
。
原
始
的 

で
根
源
的
な
願
と
い
う
意
味
で
、
そ
う
い
う
も
の
は
教
理
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
龍
樹
菩
薩
は
『
十
地
経
』
を
承
け
て' 

菩
薩
の
大
地 

を
願
と
い
う
。

『
十
地
経
』
に
は
菩
薩
の
十
大
願
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
結
局
は
成
仏
の
願
で
す
。
同
じ
願
で
も
『
無
量
寿
経
』
の
願 

は
願
生
浄
土
の
願
で
す
。
そ
こ
に
は
大
地
で
な
く
て
国
が
出
て
く
る
。
国
と
大
地
と
の
違
い
は
一
人
で
は
国
と
い
わ
ぬ
。
そ
こ
に
生
れ' 

そ
こ
で
死
す
る
の
を
国
と
い
う
。

我
を
超
え
て
我
を
包
む
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
包
む
、 

一
人
だ
け
な
ら
国
は
い
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
遠
慮
す
る 

必
要
も
な
く
、
威
張
る
必
要
も
な
い
。
そ
う
い
う
世
界
を
持
た
ぬ
人
は
国
が
な
い
ん
で
す
。
国
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
国
が
な
い
。
流
浪 

の
民
で
す
。

威
張
る
必
要
も
な
い
。

一
切
衆
生
で
す
か
ら
、
自
分
ひ
と
り
の
も
の
で
な
い
。
し
か
し
遠
慮
す
る
こ
と
も
い
ら
ぬ
。
遠
慮
す
る
人
は
個 

人
主
義
な
ん
で
す
。
威
張
り
た
い
が
目
下
威
張
れ
ぬ
。
し
か
た
が
な
い
か
ら
遠
慮
し
て
い
る
。
遠
慮
す
る
心
こ
そ
威
張
る
心
で
す
。
自
分 

ひ
と
り
で
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら' 

威
張
る
訳
に
は
い
か
ぬ
し' 

又
遠
慮
す
る
必
要
も
な
い
。
こ
う
い
う
と
国
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
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り
ま
す
。

大
地
は
立
つ
所
、
国
は
住
す
る
所
で
す
。
そ
こ
に
生
れ
、
安
ん
じ
て
死
ん
で
い
け
る
所
で
す
。
我
々
は
生
れ
、
死
ぬ
と
い
う
が
生
れ
さ 

せ
ら
れ' 

死
な
せ
ら
れ
て
い
く
。
喜
ん
で
死
ん
で
い
く
者
は
お
ら
ぬ
。
い
や
い
や
死
ん
で
い
く
。
し
か
し
も
し
本
当
に
国
が
見
つ
か
っ
た 

ら
感
激
し
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
齢
が
寄
っ
た
と
か
病
気
だ
と
か
で
ぐ
だ
ぐ
だ
し
て
お
れ
ぬ
。
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
が
大 

切
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
生
き
る
意
味
で
す
。
自
分
は
自
分
の
為
に
生
き
て
お
る
の
で
な
い
。

す
な
わ
ち
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
各
人
各
人
が
神
聖
不
可
思
議
な
ん
で
す
。
国
の
主
人
で
す
。
遠
慮
し
て
お
る
の
で
な
い
。
我
国
だ
。
国 

の
主
人
、
国
の
君
で
あ
り
つ
つ
国
の
僕
で
す
。
そ
れ
を
僧
伽
と
い
う
。
大
衆
を
統
理
し
て
無
碍
な
ら
ん
と
。
我
々
は
大
衆
の
一
人
に
加
え 

ら
れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
大
衆
を
統
理
す
る
と
共
に
大
衆
と
し
て
統
理
さ
れ
る
と
い
う
両
面
の
意
味
を
持
つ
の
で
す
。
そ
れ 

が
国
と
い
う
意
味
で
す
。

だ
か
ら
国
と
か
浄
土
と
か
い
う
の
は
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
的
概
念
で
す
。

問
題
は
『
十
地
経
』
、

つ
ま
り
『
華
厳
経
』
が
明
ら 

か
に
し
て
お
る
、
仏
子' 

つ
ま
り
ど
う
し
て
仏
の
子
に
な
れ
る
か
と
い
う
方
法
問
題
で
す
。
目
的
は
成
仏
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
同
時 

に
、
平
等
に
成
仏
す
る
こ
と
が
ど
う
し
た
ら
可
能
で
あ
る
か
。
こ
う
い
う
問
題
を
解
く
所
に
国
が
あ
る
。
願
生
の
願
、
国
の
願
は
菩
提
の 

願
を
成
就
す
る
為
に
で
き
た
の
で
す
。

菩
提
心
だ
け
で
方
法
な
し
に
直
接
に
成
就
し
よ
う
と
す
る
と
、
三
世
諸
仏
の
も
と
で
菩
提
心
を
発
し
た
が
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
と 

い
わ
れ
る
の
で
す
。
我
々
が
流
転
し
た
と
い
う
の
は
欲
を
発
し
て
、
趣
味
で
流
転
し
て
お
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
菩
提
を
求
め
て
流
転 

し
て
い
る
の
で
す
。
菩
提
を
求
め
て
い
る
が
成
就
せ
ぬ
。
成
就
せ
ぬ
の
な
ら
止
め
て
お
こ
う
と
い
う
訳
に
い
か
ぬ
。
で
き
ぬ
な
ら
止
め
よ 

う
と
い
う
の
で
は
願
で
は
な
い
。
プ
ラ
ン
で
す
。
で
き
ぬ
の
な
ら
い
っ
そ
う
求
め
ず
に
お
れ
ぬ
の
が
願
で
す
。
求
め
る
け
れ
ど
成
就
せ
ぬ
。
 

成
就
せ
ぬ
け
れ
ど
求
め
ず
に
お
れ
ぬ
。
そ
れ
を
流
転
と
い
う
の
で
す
。
菩
提
心
か
ら
落
第
す
る
。
だ
け
ど
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
の
で
す
。
菩 

提
心
を
お
こ
さ
ぬ
人
に
流
転
は
な
い
の
で
す
。
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そ
う
い
う
問
題
を
い
か
に
し
て
成
就
す
る
か
。
善
導
大
師
は
「各
発
無
上
心
」
と
、

つ
ま
り
無
上
菩
提
を
求
め
る
心
を
発
せ
と
い
わ
れ. 

続
い
て

「
共
発
金
剛
心
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
善
導
大
師
は
ど
う
い
う
意
味
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「道
俗
時
衆
等
、
各
発
無 

上
心
」
と
あ
る
か
ら
し
っ
か
り
せ
い
と
い
う
意
か
も
分
ら
ぬ
。
し
か
し
親
鸞
は
「各
々
無
上
心
を
発
せ
ど
も
、
生
死
甚
だ
厭
い
難
く
、
仏 

法
復
欣
い
難
し
」
と
戴
か
れ
た
。
こ
う
い
う
工
合
に
読
ま
れ
た
の
は
自
力
が
か
な
わ
ぬ
と
い
う
自
覚
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。
 

各
発
に
は
個
人
が
あ
る
。
個
人
主
義
が
あ
る
。
利
己
主
義
で
は
な
い
け
れ
ど
聖
道
に
は
個
人
と
い
う
立
場
が
あ
る
と
思
う
。
共
発
は
個 

人
を
超
え
る
の
で
す
。
念
佛
往
生
の
心
、
願
往
生
心
は
共
発
で
し
ょ
う
。
念
仏
に
よ
っ
て
ど
ん
な
人
間
も
宗
教
心
を
お
こ
す
。

一
人
だ
け 

お
こ
す
の
で
な
い
。
老
少
善
悪
の
人
を
選
ば
ず
お
こ
っ
て
く
る
。
共
発
で
す
。
共
発
と
い
う
所
に
共
同
の
世
界
、
国
が
あ
る
。
各
発
は
個 

人' 

各
々
安
立
は
個
人
の
世
界
、
浄
土
は
個
人
を
超
え
た
共
同
体
で
す
。

願
往
生
心
の
な
い
人
は
な
い
。
も
っ
て
い
る
が
打
た
ぬ
か
ら
響
か
ぬ
。

「
聞
其
名
号 

信
心
歓
喜
」
と
い
っ
て
教
に
よ
っ
て
始
め
て
金 

剛
の
よ
う
な
大
精
神
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
自
力
無
効
と
は' 

念
仏
は
悪
人
正
機
だ
か
ら
と
い
っ
て
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
な
い
。
 

い
か
に
悪
を
も
っ
て
い
て
も' 

悪
で
犯
す
こ
と
は
で
き
ぬ
金
剛
の
志
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
ん
で
す
。

へ
こ
ん
で
い
る
の
で
な 

い
。
五
逆
十
悪
の
悪
人
、
愚
鈍
の
衆
生
が
何
物
に
も
破
れ
ぬ
金
剛
の
志
を
も
っ
て
い
る
。
他
人
か
ら
貰
う
の
で
な
い
。
他
力
は
も
っ
て
い 

る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。
自
覚
さ
せ
て
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
も
っ
て
お
ら
ぬ
の
な
ら
ば
お
こ
せ
ぬ
で
し
ょ
う
。
 

菩
提
心' 

願
往
生
心
を
貰
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
品
物
じ
ゃ
な
い
。

つ
ま
り
い
っ
て
み
れ
ば
自
分
を
貰
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
で
し 

よ
う
。
貰
う
の
は
自
分
あ
っ
て
の
話
で
す
。
助
か
る
助
か
ら
ぬ
は
分
別
で
し
ょ
う
。
自
分
そ
の
も
の
ま
で
他
力
か
ら
い
た
だ
く
わ
け
に
い 

か
ぬ
。
他
力
と
い
っ
て
も' 

他
力
を
信
ず
る
信
心
は
こ
ち
ら
に
な
い
と
困
る
。
貰
う
と
い
う
場
合' 

貰
う
こ
と
を
受
取
る
信
心
は
こ
ち
ら 

に
な
い
と
困
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
が
成
立
つ
の
を
願
と
い
う
の
で
す
。
願
は
万
人
に
廻
向
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
世
間
心
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。
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せ
っ
か
く
お
こ
し
て
み
た
が
各
発
菩
提
心
で
、

つ
ま
り
世
間
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
出
世
間
の
心
を
お
こ
し
た
の
だ
が
、
出
世
間
の
心
で 

一
層
本
当
の
流
転
と
な
っ
た
。
流
転
が
内
面
化
さ
れ
た
の
で
す
。

『
十
地
経
』
と

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
大
事
な
連
関
を
持
っ
て
い
ま
す
。
連
続
し
て
来
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
原
始
の
精
神 

を
見
出
し
て
く
る
の
で
す
か
ら
後
か
ら
出
て
く
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
ま
ず
小
乗
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
大
乗
、
大
乗
の
中
の
精
神
は
ま
ず
始 

め

に

『
十
地
経
』
、
菩
薩
十
地
の
願
か
ら
国
土
の
願
と
い
う
の
で
は
な
い
。
後
か
ら
出
る
方
が
原
始
的
な
ん
で
す
。
出
て
く
る
の
で
な
い
。
 

還
る
ん
で
す
。
本
来
の
願
に
た
ち
還
っ
て
い
く
ん
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
教
理
で
き
ま
っ
て
い
る
の
で
な
く'

人
間
と
い
う
も
の
は' 

ど
う
し
て
も
自
分
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
よ
う
な
構 

造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
生
で
で
き
ね
ば
次
の
一
生' 

次
の
一
生
で
で
き
ね
ば
三
生
で
と
い
う
わ
け
で
、
三
大
阿
僧
祇
か
か
っ
て
も
お 

前
は
駄
目
だ
と
い
わ
せ
ぬ
の
で
す
。
短
い
範
囲
で
い
う
か
ら
菩
提
心
を
お
こ
す
人
も
あ
ろ
う
し
お
こ
さ
ぬ
人
も
あ
る
。
近
眼
で
見
て
お
る 

か
ら
で
す
。
も
っ
と
射
程
距
離
を
長
く
す
る
。
仏
道
は
こ
の
一
年
と
か
、
こ
の
一
生
と
か
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
又
何
世
紀
と
い
う
も
の 

で
も
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
宗
教
心
が
あ
る
限
り
人
間
に
絶
望
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
に
絶
望
で
き
ぬ
。
他
人
も
あ
い
つ
は 

駄
目
だ
と
い
え
ぬ
。
ど
ん
な
悪
人
に
で
も
こ
ん
な
奴
と
思
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ぬ
。
願
を
離
れ
る
と
そ
う
な
り
ま
す
。
昨
日
ま
で
信
じ 

て
い
た
が
、
化
け
の
皮
が
破
れ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

願
が
な
い
と
人
間
は
、
ば
ら
ば
ら
で
す
。
皆
こ
ん
な
奴
と
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
す
。
腐
れ
縁
も
縁
で
す
。
仏
道
は
好
き
な
連 

中
だ
け
の
会
じ
ゃ
な
い
。
好
き
な
人
の
集
り
は
国
で
な
い
。
そ
れ
こ
そ
私
的
な
結
社
で
す
。
好
き
嫌
い
を
越
え
て
、
曇
鸞
大
師
が
い
っ
て 

お
ら
れ
る
よ
う
に
四
海
の
中
皆
兄
弟
で
す
。
そ
れ
が
国
で
す
。

つ
ま
り
真
の
意
味
の
僧
伽
で
す
。
そ
れ
が
浄
土
で
す
。
 

本
願
寺
が
そ
の
ま
ま
僧
伽
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
実
の
教
団
は
僧
伽
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
僧
伽
は
人
間
が
共
同
し
て
研
究
し 

た
り
、
力
を
合
せ
た
り
仲
間
を
集
め
て
作
る
も
の
で
な
い
。
召
さ
れ
る
も
の
で
す
。
僧
伽
は
そ
れ
に
値
せ
ず
し
て
我
々
が
召
さ
れ
る
も
の 

で
す
。
我
々
に
は
僧
伽
に
加
え
ら
れ
る
資
格
は
な
い
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
召
さ
れ
る
。
だ
か
ら
僧
伽
に
帰
命
す
る
と
書
い
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て
あ
る
。
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
す
る
と
同
じ
よ
う
に
僧
伽
に
帰
命
す
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
所
に
僧
伽
が
成
就
し
て
い
る
の
で
す
。
 

龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
は

『
十
地
経
』
の
論
で
す
が
、

「
易
行
品
」
を
み
る
と
『
無
量
寿
経
』
に
触
れ
な
け
れ
ば
出
な
い
よ 

う
な
言
葉
が
し
ば
し
ば
出
て
お
る
。
そ
こ
が
大
事
な
ん
で
す
。

つ
ま
り
本
願
成
就
の
信
心
が
な
い
と
こ
う
い
う
こ
と
は
成
立
た
ぬ
と
い
う 

よ
う
な
言
葉
が
出
て
お
る
。
龍
樹
菩
薩
の
易
行
は
称
名
念
仏
の
易
行
だ
が' 

別
に
阿
弥
陀
仏
の
御
名
に
限
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
無
量
無 

数
の
諸
仏
の
御
名
で
広
い
意
味
の
易
行
道
で
す
。
そ
の
中
に
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
祢
え
る
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
我
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ 

る
。
「我
帰
命
す
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
龍
樹
菩
薩
の
告
白
が
あ
り
ま
す
。

易
行
は
普
通
易
行
の
大
道
な
ん
て
威
張
っ
て
い
う
け
れ
ど
、
龍
樹
菩
薩
は
易
行
を
求
め
る
も
の
を
叱
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
そ 

ん
な
情
な
い
要
求
を
お
こ
す
の
か
と
。
仏
道
は
本
来
難
行
だ
。
こ
れ
に
勝
る
難
は
な
い
の
だ
。
丈
夫
志
幹
と
い
う
か
ら
雄
々
し
い
道
だ
。
 

宗
教
は
そ
ん
な
め
め
し
い
も
の
じ
ゃ
な
い
。
易
行
を
求
め
る
と
は
め
め
し
い
こ
と
だ
、 

と
こ
ん
な
工
合
に
叱
っ
て
い
る
。
面
白
い
こ
と
に 

易
行
道
は
褒
め
ら
れ
て
出
る
の
で
な
く
叱
ら
れ
て
出
て
お
る
。
し
か
し
真
に
道
を
求
め
る
な
ら
ば
と
い
っ
て
、

一
応
叱
っ
て
易
行
道
を
説 

い
て
い
る
。
仏
法
に
は
無
量
の
門
あ
り
、
こ
れ
で
な
け
り
ゃ
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
狭
い
も
の
で
な
い
。
そ
れ
程
大
き
い
。
そ
れ
な
ら
な 

ぜ
叱
っ
た
の
か
。
何
か
便
法
は
あ
り
や
せ
ぬ
か
と
い
う
気
持
で
聞
く
な
ら
答
え
る
訳
に
い
か
ぬ
。

巧
利
的
に
何
か
速
成
法
は
な
い
か
と
い
う
。
学
問
な
ん
か
で
も
ち
よ
っ
と
覗
い
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人 

間
の
本
性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
龍
樹
菩
薩
だ
け
で
な
く
『
大
無
量
寿
経
』
も
触
れ
て
い
ま
す
。
阿
難
尊
者
が
釈
尊
の
お
顔
を
拝
し
て
、
 

光
顔
巍
々
と
し
て
普
通
と
異
っ
た
相
が
顕
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
出
世
本
懐
を
顕
わ
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
問
わ
れ
た
。
何
ゆ
え
に
光 

顔
巍
々
た
る
か
と
。
た
ぶ
ん
仏
々
相
念
の
世
界
に
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
釈
尊
個
人
の
話
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
世
諸
仏
の
ー 

仏
と
し
て
釈
尊
は
今
日
御
自
分
の
精
神
を
説
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
が
ゆ
え
に
仏
と
仏
と
憶
念
し
た
も
う
や' 

と

『
大
無
量
寿
経
』
で
阿 

難
は
問
わ
れ
ま
す
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
よ
う
し
待
っ
て
い
ま
し
た
と
釈
尊
は
す
ぐ
語
ら
ぬ
の
で
す
。
お
前
そ
う
問
う
が
そ
れ
は
何
か
神
々
の
ヒ
ン
ト
で
そ
れ 

を
問
う
の
か
、
お
前
自
身
か
ら
本
当
に
問
う
の
か
と
問
い
か
え
す
。
問
う
た
こ
と
を
問
い
か
え
す
。
問
を
吟
味
す
る
。
い
や
こ
れ
は
他
か 

ら
い
わ
れ
て
問
う
た
の
で
は
な
い
。
私
自
身
の
問
で
あ
る
と
聞
き
終
っ
て' 

始
め
て
よ
く
問
う
た' 

お
前
の
問
は
人
類
を
救
う
よ
う
な
本 

願
を
開
く
問
だ
と
阿
難
尊
者
の
問
を
ほ
め
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
龍
樹
菩
薩
の
場
合
は
形
は
か
わ
っ
て
い
る
が' 

易
行
と
い
う
便
法
は
あ
り
や
せ
ぬ
か
と
い
う
よ
う
な
こ
す
い
考
え
方 

で
問
う
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
所
で
叱
っ
た
ん
で
す
。
易
行
と
は
自
然
の
大
道
を
求
め
る
の
で
す
。
努
力
の
い
ら
ぬ
道
じ
ゃ
な
い
。
努 

力
の
及
ば
ぬ
道
を
い
う
の
で
す
。
易
行
と
い
う
と' 

た
だ
御
名
を
称
え
る
と
、
い
か
に
も
簡
単
で
す
。
安
物
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

実
は
そ
れ
が
深
広
無
涯
底
の
本
願
の
道
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
も
う
我
々
の
努
力
な
ん
か
加
え
る
余
地
が
な
い
。

「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ 

と
し
か
な
い
の
で
す
。

「
た
だ
」
と
い
う
字
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て' 

い
た
ず
ら
に
と
い
う
意
味
の
「
徒
」
と
い
う
字
や
、
無
料
と
い
う
意 

味

の

「
只
」
の
字
も
あ
る
が
、
今

は

「
そ
の
こ
と
一
つ
」
と
い
う
意
味
の
「
唯
」
の
字
で
す
。
道
元
が
只
管
打
坐
と
い
う
の
と
同
じ
意
味 

で
す
。
唯
の
字
の
中
に
一
切
を
捨
て
て
こ
れ
一
つ
と
い
う
否
定
が
あ
る
の
で
す
。
念
仏
も
亦
往
生
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
念 

仏
の
み
が
往
生
の
道
だ
と
他
の
一
切
を
捨
て
て
念
仏
を
と
る
時
、

「
唯
」
の
字
を
用
い
る
の
で
す
。

『
十
地
経
』
に

は

『
無
量
寿
経
』
が
深
く
連
関
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
龍
樹
が
係
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
純
粋
に
『
無
量
寿
経
』
そ
の 

も
の
の
論
と
い
え
ば
『
浄
土
論
』

一
つ
で
す
。
経
は
三
種
あ
る
が
論
は
一
つ
だ
。

『
浄
土
論
』
は
三
経
の
歴
史
に
対
す
る
証
文
で
す
。
三 

経
に
説
い
て
あ
る
本
願
の
事
実
を
証
明
し
て
い
る
論
で
す
。

『
浄
土
論
』
が
無
く
て' 

お
経
だ
け
だ
っ
た
ら
そ
れ
は
歴
史
が
無
い
の
で
す
。
歴
史
が
な
い
の
は
つ
ま
ら
ぬ
お
経
だ
と
い
う
こ
と
だ
な 

る
。
釈
尊
を
人
類
の
教
師
と
い
う
意
味
で
世
尊
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
わ
し
が
世
尊
だ
と
い
っ
た
の
で
は
な
い
。
釈
尊
か
ら
生
れ
た
歴 

史
が
釈
尊
を
人
類
の
教
師
と
い
う
ん
で
す
。

つ
ま
り
釈
尊
の
教
で
人
類
が
救
わ
れ
た
、
救
わ
れ
た
人
類
が
世
尊
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
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の
で
す
。

妙
な
こ
と
で
す
が
自
分
が
偉
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
間
は
自
分
で
分
ら
ぬ
。
釈
尊
は
い
か
な
る
人
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は 

釈
尊
に
始
ま
る
三
千
年
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
の
で
す
。
歴
史
と
は
釈
尊
の
悟
り
が
独
立
し
て
歩
く
。
そ
う
し
て
か
え
っ
て
釈
尊
を
成 

就
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
人
が
い
く
ら
偉
い
と
い
っ
て
み
た
所
で
偉
い
と
い
う
証
明
は
な
い
。
生
き
て
い
る
間
は
流
行
っ
て
い
る
が 

死
ね
ば
そ
れ
で
し
ま
い
で
す
。

形
は
論
で
あ
ろ
う
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
ろ
う
が
歴
史
に
残
る
本
を
経
典
と
い
う
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
は
日
本
に
生
れ
た
『
大
無 

量
寿
経
』
で
す
。

『
教
行
信
証
』
が
あ
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』
は
無
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
権
威
を
持
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
古
典 

と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
三
経
一
論
と
い
う
。
論
が
で
き
た
所
に
本
願
が
死
ん
で
お
ら
ぬ
証
文
に
な
る
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
は
本
願
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
文
を
集
め
た
文
類
で
す
。
本
願
が
生
き
て
い
な
け
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
は 

い
え
ぬ
。
そ
こ
に
も
、
こ
こ
に
も
本
願
が
生
き
て
い
る
と
親
鸞
は
驚
嘆
を
持
っ
て
集
め
た
ん
で
す
。

『
浄
土
論
』
は
そ
の
中
の
高
峰
で
し 

よ
う
。
『
浄
土
論
』
を
除
け
ば
善
導
大
師
で
し
ょ
う
。
七
高
僧
は
上
三
祖
と
下
四
祖
に
分
け
る
が
、
論
家
を
代
表
す
る
も
の
は
天
親
菩
薩
、
 

釈
家
を
代
表
す
る
も
の
は
善
導
大
師
で
す
。

「信
巻
」
の
別
序
に
「
論
家
釈
家
の
宗
義
を
被
閲
し
」
と
い
っ
て
あ
る
が
『
教
行
信
証
』
の 

背
景
に
な
っ
て
い
る
一
大
高
峰
で
す
。

い
っ
て
み
れ
ば
二
河
喩
が
『
浄
土
論
』
に
匹
敵
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
河
喩
は
譬
喩
経
で
す
が
『
浄
土
論
』
は
優
婆
提 

舎
で
す
。
願
生
偈
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
』
が
又
優
婆
提
舎
な
る
こ
と 

を
表
し
て
い
る
。
優
婆
提
舎
と
い
う
こ
と
が
論
と
経
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
優
婆
提
舎
と
い
う
の
は
本
来
経
典
の
名
で
訳
せ
ば
論 

議
経
で
す
。
経
の
名
を
願
生
偈
の
名
に
し
て
い
る
所
に
大
き
な
確
信
が
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
は

『
歎
異
抄
』
と
ち
が
っ
て
大
乗
仏
教
こ 

こ
に
あ
り
と
い
う
確
信
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
教
師
、
天
親
は
弟
子
で
す
か
ら
師
弟
の
位
は
違
う
け
れ
ど
事
業
は
一
つ
だ
。

『
大
無
量
寿 

経
』
か
ら
生
れ
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
作
っ
た
と
い
う
満
々
た
る
確
信
が
優
婆
提
舎
の
語
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
偈
は
歌
で
す
が
優
婆
提
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舎
の
意
味
を
持
つ
歌
で' 

た
だ
嘆
仏
の
歌
と
い
う
だ
け
で
な
い
願
生
偈
独
自
の
意
義
が
あ
る
の
で
す
。
 

『
教
行
信
証
』
は
真
実
と
方
便
の
二
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
真
実
は
所
帰
の
仏
身.

仏
土
と
能
帰
の
教 

行
信
証
と
い
う
工
合
に
能
帰
・
所
帰
と
い
う
説
明
も
あ
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
で
は
『
教
行
信
証
』
の
独
自
性
は
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
「行
巻
」
の
後
に
正 

信
偈
が
あ
り
、

「
信
巻
」
に
別
序
が
あ
る
点
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
立
体
的
な
ん
で
す
。
前
後
に
序
分
が
あ
り' 

真
中
に
も
序
分
が
あ
る
。
 

同
時
に
「
行
巻
」
の
終
り
に
偈
文
が
付
け
て
あ
る
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
『
教
行
信
証
』
は

「広
文
類
」
と
い
っ
て
、

一
見
完
成
し
て 

い
る
よ
う
だ
が
未
完
成
な
ん
で
す
。
他
の
御
開
山
の
ご
製
作
と
少
し
違
う
。

『
教
行
信
証
』
は
親
鸞
の
一
生
と
歩
み
を
共
に
し
て
お
る
。
 

だ
か
ら
完
成
せ
ぬ
。
完
成
せ
ぬ
が
完
成
し
た
ら
ど
う
い
う
形
を
と
る
か
と
い
う
要
求
か
ら
「略
文
類
」
が
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
を
簡
単 

に
し
て
あ
る
の
で
す
。

「広
文
類
」
は
経
論
釈
と
あ
る
が
重
点
は
経
典
の
本
願
と
成
就
の
文
で
す
。

「
略
文
類
」
は
成
就
の
文
だ
け
あ
る
。
 

本
願
の
文
は
略
し
て
あ
る
。
本
願
は
因
位
の
願' 

成
就
は
果
で
す
。
略
す
る
場
合
因
を
果
に
包
ん
で
略
し
た
ん
で
す
。
 

本
願
は
如
来
に
お
い
て
あ
る
が
成
就
は
我
々
に
あ
る
。
本
願
が
あ
っ
て
も' 

我
々
が
救
わ
れ
て
お
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
ぬ
。
我
々
が 

救
わ
れ
た
ら
本
願
が
成
就
し
た
と
い
わ
な
く
て
も
分
る
。
だ
か
ら
同
じ
略
し
方
で
も
因
か
ら
果
を
成
就
し
て' 

そ
の
成
就
し
た
果
の
中
に 

因
を
包
ん
で
い
る
の
で
す
。
信
心
が
成
就
す
れ
ば
信
心
の
他
に
本
願
は
な
い
。
そ
れ
を
如
来
の
本
願
が
成
就
し
た
と
い
う
の
で
す
。
 

『
教
行
信
証
』
に

は

「謹
按
一
一
浄
土
真
宗
ハ 

有
一~

一
種
廻
向
『

一
者
往
相
、
二
者
還
相
。
就
一-
往
相
廻
向
ハ 

有
一-
真
実
教
・
行
・
信

・
証-

」 

と
あ
っ
て
、
二
廻
向
四
法
が
出
て
い
ま
す
。

「略
文
類
」
で
は
後
に
付
録
の
形
で
正
信
偈(

文
類
偈)

と
問
答
が
で
て
い
ま
す
。
清
沢
先 

生

に

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
二
廻
向
四
法
は
親
鸞
の
浄
土
真
宗
教
学
の
骸
骨
、

つ
ま
り
骨
組
み
で
す
。
そ
の
骨 

の
中
に
包
ん
で
い
る
血
肉
が
正
信
偈
と
問
答
で
す
。
実
質
的
内
容
と
な
る
も
の
は
正
信
偈
と
念
仏
で
す
。

「広
文
類
」
で
は
、
正
信
偈
を 

「行
巻
」
に
、
問
答
を
「
信
巻
」
に
入
れ
て
区
切
り
が
入
れ
て
あ
る
。
曾
我
量
深
先
生
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
前
二
巻
と
後
四
巻
に
分
け
ら
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れ
る
。
正
信
偈
は
「行
巻
」
の
終
り
に
あ
っ
て
、

「
教
行
」
二
巻
が
終
っ
て
い
る
の
で
す
。
次

に

「信
巻
」
に
別
序
が
あ
る
の
は
問
題
が 

あ
る
た
め
で
す
。

「広
文
類
」
に
は
正
信
念
仏
偈
と
い
い
、

「
略
文
類
」
で
は
念
仏
正
信
偈
と
い
う
。
同
じ
内
容
で
す
が
力
点
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
か
わ
る 

の
で
し
ょ
う
。
正
信
と
念
仏
と
は
、

念

仏

が

「行
巻
」
、

正
信
が
「
信
巻
」
で
、
正
信
偈
は
「行
巻
」
と

「
信
巻
」
の
中
間
に
あ
る
、
と 

い
う
意
味
で
は
な
い
。
正
信
念
仏
と
い
う
所
に
一
切
が
終
っ
て
い
る
。
私
の
信
心
は
こ
れ
で
す
と
い
う
の
が
正
信
偈
で
す
。
私
の
信
心
は 

念
仏
で
す
と
い
う
。
だ
か
ら
自
分
の
信
ず
る
念
仏
を
述
べ
た
そ
こ
に
全
体
が
あ
る
。
こ
の
他
に
何
も
な
い
。
正
信
念
仏
に
『
教
行
信
証
』 

が
終
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

「信
巻
」
は
問
答
の
た
め
に
開
い
た
の
で
す
。
問
答
が
優
婆
提
舎
で
す
。
優
婆
提
舎
願
生
偈
と
い
う
。
願
生
偈
の
分
を
親
鸞
は
正
信
偈 

と
い
う
。
親
鸞
の
信
仰
告
白
で
す
。
優
婆
提
舎
と
い
う
意
味
を
表
し
た
の
は
「
信
巻
」
以
後
で
す
。

「広
文
類
」
は

『
教
行
信
証
』
六
巻 

と
い
う
。
表
面
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
す
が
内
容
か
ら
見
れ
ば
立
体
的
で
す
。
総
じ
て
は
「
教
行
」
二
巻
で
す
が
別
し
て
は
「
信
巻
」
以
後 

で
す
。

『
教
行
信
証
』
が
第
二
の
『
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(

木
為
は
、
昭
和
四
十
人
年
十
一
一
月
、
歧
卓
果
窓
光
会
主
催
の
『
入
田
二
?'!
值
』
の
会
に
め
け
る
第0

誰
の
華
餘
で
あ
る.
，
文
黄
安
富)
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