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行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び

『
選
択
集
』
「教
相
章
」
を
通
し
て

花

　

山

　

孝

　

介

る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
具
体
的
に
は
大
乗
仏
教
を
世
に
公
開
し
、
そ
の

仏
道
に
自
ら
帰
依
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
親
鸞
に
お
い
て
は
自
身
が
真
に
大
乗
の
仏
道
に
生
き
る
仏
弟
子
と
し
て
の
歩
み
が

方
向
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
歴
事
で
あ
る
。
で
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
の

値
遇
の
背
景
に
は
ど
の
様
な
課
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
自
身
、
自
ら
の

生
涯
に
つ
い
て
多
く
を
語
る
こ
と
は
な
く
、
自
身
の
生
涯
の
歴
史
を
記
し
た
史
料
は

殆
ど
皆
無
に
等
し
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
様
な
中
で
、
親
鸞
が
仏
道
に
求
め
て
い
た

課
題
を
語
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
妻
の
恵
信
尼
が
残
し
た
消
息

で
あ
る
。
そ
の
消
息
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
課
題
は

「後
世
を
祈
る
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
課
題
を
通
し
て
親
鸞
が
法
然
に
聞
き
取
っ
た

仏
教
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
先
の
恵
信
尼
の
消
息
に
は
、

た
だ
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
し
や
う
じ
い
づ

べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ

I
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し

互一
七
九

一

親
鸞
に
お
け
る
法
然
と
の
値
遇
は
、
『教
行
信
証
』
後
序
に
、

然
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。
(‐)

と
明
確
に
自
ら
の
信
仰
表
白
と
し
て
記
す
と
共
に
、
更
に

『歎
異
抄
』
第
二
条
に
は
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
互

と
、
念
仏
の
教
え
を
共
に
聞
き
開
き
な
が
ら
生
活
を
し
た
門
弟
に
語
っ
て
い
る
事
か

ら
も
窺
知
で
き
る
様
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
師
法
然
と
の
値
遇
は
そ
の
後
の
生
涯
を
決

定
し
た
大
事
な
出
来
事
で
あ
り
人
生
の
指
標
で
も
あ
る
。
特
に
、
「雑
行
を
棄
て
て
本

願
に
帰
す
」
と
い
う
事
柄
の
中
に
は
、
単
に
法
然
と
の
値
偶
が
単
な
る
世
間
的

一
般

的
な
出
会
い
と
い
う
意
味
合
い
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
値
遇
に
は
親
鸞
の
全
存
在
性
が

尽
く
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
法
然
と
の
値
遇
の
意
味
は
、
言
い

換
え
れ
ば
単
に
親
鸞
に
と
っ
て
の
一
つ
の
個
人
的
な
宗
教
体
験
と
し
て
楼
少
化
さ
れ

浄
土
宗
興
行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び



一
八
〇

の
興
行
と
い
う
こ
と
の
持
つ
意
味
は
、
大
乗
仏
教
そ
れ
自
体
が

一
乗
と
し
て
の
仏
教

の
独
立
を
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
親
鸞
の
教
学
的
営
為
の
素
地
に
あ
る
浄
土
宗
興
行
と
い
う
偉
業
を

念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
特
に
浄
土
を

「宗
」
と
し
て
明
か
に
し
て
い
く
こ
と
の
意
味

を
、
法
然
の
著
作
で
あ
る

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
(以
下

『
選
択
集
』
と
略
す
)
「教

相
章
」
を
中
心
に
し
て
そ
の
課
題
を
尋
ね
る
こ
と
に
す
る
。

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

と
い
う
法
然
の
語
り
か
け
か
ら
も
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
仏
教
の
根
本
課
題
で
あ
る

「生
死
い
ず
べ
き
道
」
を
明
か
に
す
る
仏
道
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
恵
信

尼
の
消
息
か
ら
窺
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
然
は

「た
だ
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も

あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
し
や
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ

I
す
ぢ
に
」

語
り
、
そ
の
道
を
親
鸞
は

「た
だ
念
仏
」
と
い
う

一
句
に
聞
き
取
り
定
め
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
法
然
は
念
仏
こ
そ
が
唯

一
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
説
き
示
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
法
然
を
親
鸞
は

「真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
」
(。)
と
仰
ぎ
、
自
ら
の

仏
道
の
内
実
を
先
に
示
し
た
よ
う
に

「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
」
し
て
生
き
る
こ

と
を
生
涯
の
指
針
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
念
仏
の
教
え
に
生
き
る
親
鸞
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
同
時
に
、
当
時
の
仏
教
に
選
ん
で
法
然
を
中
心
と
す
る

吉
水
教
団
と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
仏
教
の
事
実
に
、
親
鸞
は
浄
土
宗
興
行
の
歴
史

的
偉
業
の
内
実
と
し
て
の
大
乗
仏
教
の
僧
伽
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
特
に
承
元
の
弾
圧
に
よ
る
越
後

へ
の
流
罪
以
降
に
為
さ
れ
る
親
鸞
の
教
学

的
営
為

(。)
を

一
貫
す
る
課
題
も
、
こ
の
浄
土
宗
興
行
が
法
然
の
歴
史
的
事
業
の
中

で
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
徹
底
的
に
確
認
し
て
い
く
事
を
課

題
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
法
然
に
お
け
る
浄
土
宗
の
興
行
に

は
ど
の
様
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
然
に
お
け
る
浄
土
宗
興
行
は
、
仏
教
の
歴
史
的
変
遷
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る

仏
教
教
団
の
事
象
と
し
て
は
、
当
時
成
立
し
て
い
た
八
宗

・
九
宗
と
し
て
の
仏
教
教

団
に
選
ん
で
の
浄
土
宗
と
し
て
の
一
宗
の
興
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

一
宗

二

法
然
の

『選
択
集
』
は
、
こ
の
書
物
の
題
号
及
び

「南
無
阿
弥
陀
仏

　

往
生
之
業

念
仏
為
本
」
(。)

と
い
う
標
挙
に
窺
知
出
来
る
様
に
、
法
然
が
開
顕
し
た
浄
土
宗
な
る
仏
教
は
こ
の
題

号
と
標
挙
に
そ
の
内
実
の
全
て
が
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
法
然
は
仏
教
、
な

か
ん
ず
く
大
乗
仏
教
の
生
命
を
仏
道
に
お
け
る
行
証
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
こ
の
様
に

明
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
法
然
は
、
「教
相
章
」
の

最
初
に
表
記
し
て
い
る
様
に
、
道
緯
の

『安
楽
集
』
の
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
課
題
を

問
題
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「夫
れ
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
」
と
い

う
人
間
の
根
本
的
宗
教
的
要
求
に
関
わ
る
中
か
ら
仏
教
が
仏
道
と
し
て
如
何
に
具
体

的
内
実
を
も
っ
て
働
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
表
現
さ
れ

た

「選
択
本
願
念
仏
」
に
お
い
て

「往
生
之
業
」
と
す
る
仏
道
を
明
確
に
示
す
事
に

あ
る
。
確
か
に
、
法
然
が
道
緯
の
文
に
依
り
な
が
ら
示
し
た
課
題
、
す
な
わ
ち

「夫

れ
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
」
と
い
う
事
柄
は
、
決
し
て
大
乗
仏
教
に
関
わ
っ



て
ら
れ
た
の
で
も
な
い
。
法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
問
題
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に

人
間
の
根
源
的
課
題
と
し
て
の

「速
に
生
死
を
離
れ
ん
」
と
い
う
宗
教
的
要
求
に
対

す
る

「宗
」
の
選
び
を
明
確
に
す
る
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

て
の
み
に
課
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
課
題
は
、
小
乗

・
大
乗
に
関
わ
ら

ず
凡
そ
仏
教
に
関
わ
る
者
に
と
っ
て
必
須
的
課
題
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

殊
更
に
大
乗
仏
教
だ
け
が
特
別
に
問
題
に
し
た
事
柄
で
も
な
く
、
当
然
法
然
が
学
ん

だ
仏
教
、
す
な
わ
ち
聖
道
門
仏
教
に
お
い
て
も
こ
の
課
題

へ
の
応
答
は
必
然
で
あ
る

と
い
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
法
然
は
浄
土
宗
を
教
相
判
釈
し
て
い
く
上
で
敢
え
て
、

何
故
道
緯
の
先
の
課
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
必
然
的
に
仏
道

に
関
わ
る
教
理
の
問
題
で
は
な
く
、

一
人
の
人
間
の
上
に
明
か
に
な
る
仏
教

・
仏
道

の
開
顕
が
如
何
な
る
形
で
明
か
に
な
る
の
か
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
聖

道
門
に
選
ん
で
浄
土
宗
を
興
行
す
る
と
い
う
仏
道
の
確
認
の
重
要
な
視
点
は
何
処
に

あ
る
の
か
。
そ
れ
を
提
示
し
た
事
柄
が

「選
択
」
と
決
定
す
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
法
然
は
、

選
択
と
い
ふ
は
、
即
ち
是
取
捨
の
義
な
り
。
(こ

と
押
え
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
を

「摂
取
不
捨
」
を
基
調
と
し
て
領
受
さ
れ
て
き
た

本
願
を
捉
え
直
す
の
で
あ
る
。
こ
の
法
然
の
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
浄
土
教
の
課
題

を

「選
択
」
と
し
て
本
願
を
明
確
に
押
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
教
が
聖
道
門
仏

教
の
一
寓
宗
的
意
味
合
い
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
浄
土
こ
そ
真
に

一
切
衆
生
が

依
る
べ
き

「宗
」
と
し
て
浄
土
宗
を
興
行
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
確
認
が
法
然
に
お

け
る
浄
土
宗
興
行
の
大
事
な
基
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
考
え
れ
ば
、
法

然
に
よ
っ
て

「
選
択
集
」
が
著
述
さ
れ
た
こ
と
は
、
単
に
聖
道
門
仏
教
に
対
応
し
て

新
宗
と
し
て
浄
土
宗
興
行
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
教
理
の
高
尚
性
を
峻
別

し
て
、
そ
れ
ま
で
の
聖
道
門
仏
教
と
の
教
理
的
整
合
性
を
意
図
と
し
て
浄
土
宗
が
建

浄
土
宗
興
行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び

三

と
こ
ろ
で
、
「宗
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
国
・
日
本
の
仏
教
の
展
開
に
お

い
て
、
様
々
な
教
相
判
釈
を
通
し
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景

に
は
、
諸
々
の
時
代
的
社
会
的
状
況
で
の
事
情
は
種
々
あ
る
に
し
て
も
、
結
果
的
に

は
教
義
実
践
の
相
違
に
よ
り
分
流
し
た
仏
教
教
団
の
個
々
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
に
お
い
て
宗
が
問
題
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
依
の
経
典
に
基
づ

い
て
規
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
視
点
で
考
え
れ
ば
、
法

然
の
浄
土
宗
興
行
も
、
あ
る
意
味
で
は
新
し
い
仏
教
教
団
の
創
設
と
い
う
枠
を
出
な

い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
盲
)。
し
か
し
法
然
が
意
図
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で

伝
承
さ
れ
国
家
承
認
に
よ
り
宗
を
建
立
し
、
国
家
統
制
化
の
中
で
仏
教
と
位
置
付
け

ら
れ
た
八
宗

・
九
宗
に
選
ん
で
、
更
に
新
し
い
宗
派
の
形
成
と
し
て
浄
土
宗
を
起
こ

し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
宗
名
が
既
に
問
題
を
提
起
し
て
い

る
よ
う
に
、
法
然
に
お
い
て
は

「浄
土
」
を

「宗
」
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
仏
道
の

成
就
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
出
世
間
的
仏
教
の
在
り
方
で

は
な
く
、
世
間
の
只
中
に
苦
悩
し
な
が
ら
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
の
生
活
に

身
を
置
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
世
間
に
依
存
す
る
よ
う
な
形
で
の
宗
で
は
な
く
、

世
間
を
超
え
た
宗
を
明
示
す
る
と
こ
ろ
に
法
然
の
課
題
的
意
味
は
あ
る
の
で
は
な
か

一
八

一
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八

二

と
、
そ
の
問
題
を
提
起
す
る
。
法
然
に
よ
る
確
か
め
の
最
初
に
あ
る
の
は
、
道
緯
に

よ
り
示
さ
れ
た
聖
道

・
浄
土
の
二
門
と
い
う
教
相
判
釈
の
持
つ
意
味
と
は
何
で
あ
る

の
か
と
い
う
確
認
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
緯
は
何
故
、
聖
道

・
浄
土
の
二
門
と
い

う
こ
と
で
教
相
判
釈
を
示
し
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
道
緯
の

『安
楽
集
』
に
お

い
て
は
、
殊
更
に
こ
の
事
柄
が
主
要
な
主
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
何
故
法
然
は
道
緯
の
聖
道

・
浄
土
と
い
う
こ
と
を
以
て
浄
土
宗
興
行

の
教
相
判
釈
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
「聖
道
浄
土
の
名
、
諸
宗
共
に

許
し
拒
評
す
べ
か
ら
ず
」
亘

と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
れ
ば
、
確
か
に
、
聖
道

・
浄
土

と
い
う
事
柄
は
仏
教

一
般
的
に
通
じ
る
概
念
で
も
あ
り
、
通
仏
教
に
お
け
る
教
相
判

釈
と
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
然
が
敢
え
て
こ
の

様
な
教
相
判
釈
を
立
て
て
く
る
必
然
性
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す

れ
ば
、
聖
道

・
浄
土
と
い
う
二
門
の
教
相
判
釈
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
何
を
課
題
に

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
は
、
法
然
に
お
い
て
は
単
に
相
対
比
較
に
よ
り

こ
の
聖
道

・
浄
土
の
二
門
の
教
相
判
釈
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
。
逆

に
仏
教
を
聖
道

・
浄
土
の
二
門
の
教
相
判
釈
と
し
て
立
て
ら
れ
た
と
い
う
事
実
そ
れ

自
体
に
重
要
な
意
味
を
見
出
し
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
然
が
聖
道

・
浄
土
の
二
門
の
教
相
判
釈
で
確
か
め
よ
う

と
し
た
事
は
、
単
に
聖
道
と
浄
土
と
い
う

一
般
論
的
な
概
念
に
基
づ
い
て
相
対
化
し

た
仏
道
の
在
り
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
決
し
て
無
い
。
何

故
な
ら
、
法
然
が

「教
相
章
」
に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
主
題
は
、
「聖
道
を
捨
て

て
浄
土
に
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
事
柄

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
浄
土
宗
と
い
う

一
宗
の
興
行
は
法
然
自
身
に
よ
っ
て

「宗
」
そ
れ
自
体
が
具
体
的
な
事
と
し
て
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い

え
る
。

何
故
な
ら
、
小
乗

・
大
乗
に
関
わ
ら
ず
仏
道
の
課
題
が

「出
離
生
死
」
に
あ
る
限

り
、

一
切
衆
生
に
今
現
在
的
に
宗
と
な
る
仏
道
が
明
瞭
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
仏
教
が

如
何
に
思
想
的
に
高
尚
な
教
理
体
系
を
構
築
し
保
持
し
な
が
ら
、
そ
の
教
理
の
正
統

性
に
よ
り
仏
教
を
主
張
し
て
も
、
現
実
に
苦
悩
す
る
人
間
の
救
済
に
応
答
し
な
い
限

り
、
そ
の
仏
教
は
人
間
に
と
っ
て
は
全
く
の
無
縁
の
思
想
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
逆
に
人
間
自
身
を
問
う
こ
と
の
無
い
虚
構
の
救
済
の
手
段
と
な
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
法
然
の

『
選
択
集
』
は
、
そ
の
様
な
人
間
の
持
つ
宗
教
に
関
わ
る
曖
昧
性

を
払
拭
し
、
ま
ず
巻
頭
に
題
号
・標
挙
に
よ
り
主
題
を
呈
示
し
、
一
宗
の
興
行
を

「選

択
」
と
い
う
基
点
に
関
わ
っ
た
問
題
と
し
て
明
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「選

択
」
を
生
命
と
す
る
仏
道
は
、
逆
に
今
ま
で
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
間
存
在

の
根
拠
に
関
わ
っ
て
仏
道
が
課
題
化
さ
れ
確
認
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。四

で
は
、
こ
の
問
題
を
法
然
は
ど
の
様
に
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
は

ま
ず
、
「教
相
章
」
の
最
初
に
、

道
緯
禅
師
、
聖
道
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
而
も
聖
道
を
捨
て
て
正
し
く
浄
土

に
帰
す
る
の
文

(。)



は
、
単
に
相
対
的
に
見
た
仏
道
の
一
方
を
捨
て
て
も
う

一
方
を
取
る
と
い
う
よ
う
な

価
値
観
の
峻
別
に
よ
る
取
捨
選
択
で
は
な
く
、
人
間
が
既
に
し
て
抱
え
込
ん
で
自
明

の
こ
と
と
し
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
常
識
概
念
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
教
を
自
意
識
の
中
で
特
殊
化
し
、

閉
塞
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
仏
教

へ
の
意
識
自
体
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「聖
道
」
と
い
う
志
向
性
に
お
い
て
考
え
て
い
く
仏
教
の
在
り

方
、
そ
こ
に

「捨
て
て
」
「帰
す
る
」
と
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
課
題
が

あ
る
と
押
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
は
、
「聖
道
」
と
い
う
志
向
性
に
お
い
て
仏

教
が
位
置
付
け
ら
れ
る
そ
の
根
っ
こ
に
あ
る

「聖
者
性
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
仏

教
を
考
え
る
事
の
中
に
、
法
然
は
人
間
の
持
つ
根
深
い
差
別
意
識
を
見
抜
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
様
な
志
向
性
に
お
い
て
仏
教
が
求
め
ら
れ
る
限
り
、
形

式
的
な
も
の
は
あ
っ
て
も
実
の
無
い
仏
教
の
現
実
を
必
然
し
て
く
る
事
を
見
定
め
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
法
然
が

「選
択
集
」
「教
相
章
」
で
問
う
た
の
は
ど
の
様
な
事
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
「今
」
と
い
う
現
在
性
に
身
を
お
い
て
い
る
私
に

「宗
」
と
な
る
仏
道
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
を
法
然
は

道
緯
の

「安
楽
集
」
の
文
に
依
り
な
が
ら
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
大
乗
性
を
成
立
せ

し
め
る
根
本
教
義
と
、
そ
れ
に
乖
離
し
て
い
る
白
身
の
在
り
方
と
を
決
定
的
な
問
題

と
し
て
公
に
提
起
し
た
の
で
あ
る

(U
。
そ
れ
は
、
道
緯
の
文
に
よ
り
な
が
ら
示
し
た

問
て
曰
く
。

一
切
衆
生
に
皆
仏
性
あ
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
応
に
多
仏
に
値
う
べ

し
。
何
に
因
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
価
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ

浄
土
宗
興
行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び

る
や
。
(12)

と
い
う
問
い
の
提
起
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
矛
盾
の
指
摘
こ
そ
、
実
は
法

然
自
身
に
お
け
る
求
道
の
苦
闘
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
課
題
に

対
し
理
由
を
、

答
て
曰
く
。
大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
、
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
以
て
生
死
を

排
は
ざ
る
に
由
て
な
り
。
是
れ
を
以
て
火
宅
を
出
で
ず
。
(13)

と
挙
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
に
依
る
べ
き
教
え
と
行
に
依
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「生
死
を
排

い
」
「火
宅
を
出
る
」
法
が

「
二
種
の
勝
法
」
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
に

「大
乗
」
か
ら

「小
乗
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
仏
教
に

お
け
る
様
々
な
法
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
全
体
を
総
括
し
て

「
二
種
」
と
し

て
教
相
が
立
て
ら
れ
た
事
で
あ
る
。
こ
の
事
は
ど
の
様
な
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
の
か
。

思
う
に
、
法
然
が
こ
の
文
に
注
目
し
て
い
る
事
は
、
道
緯
は
既
成
の
教
義
と
し
て

仏
教
を
並
列
化
し
た
の
で
は
な
く
、
先
の

「生
死
を
排
い
」
「火
宅
を
出
る
」
と
い
う

一
点
に
関
わ
っ
て
仏
教
の
在
り
方
自
体
を
二
種
と
し
て
示
し
て
い
る
事
に
注
意
し
た

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
命
題
は
、
所

依
の
大
乗
経
典
に
よ
っ
て
は
様
々
な
視
点
に
お
い
て
種
々
に
論
考
し
て
い
く
こ
と
も

可
能
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
緯
が
問
題
に
し
た
事
は
、
「仏
性
」
と
言
う

事
を

「聖
者
性
」
と
い
う
性
格
の
下
に
考
え
る
立
場
と
、
往
生
浄
土
と
い
う

「凡
夫

性
」
を
捨
離
す
る
事
な
く
、

一
切
を
選
び
な
く
浄
土
を
宗
と
し
て
仏
道
の
現
実
を
見

一
八

三



一
八

四

失
し
て
い
る
と
い
う
史
観
の
確
認
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
聖
道
の

難
証
を
確
認
す
る
二
由
は
、
仏
教
と
は
何
か
を
確
か
め
る
決
着
点
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
釈
尊
を
人
間
の
立
場
に
お
い
て
偉
人
化
し
理
想
化
す
る
限
り
必
然
的

に
起
こ
っ
て
く
る
事
態
と
し
て
人
間
と
仏
教
と
の
乖
離
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
る
。

何
故
な
ら
、
そ
の
事
が

「大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
な
る
」
と
い
う
釈
尊
入
滅
に
よ
り

滅
び
去
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
方
向
で
伝
持
さ
れ
た
仏
教
、
そ
の
内
実
が
、
す
な

わ
ち

「理
深
く
解
微
な
る
」
と
い
う
釈
尊
の
証
果
を
限
り
な
く
推
求
し
体
系
化
し
て

い
く
仏
教
が
大
乗
精
神
の
根
本
理
念
で
あ
る

「
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
」
と
語
ら
れ
た

事

へ
の
矛
盾
と
し
て
こ
こ
に
明
瞭
に
な
る
と
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
」
で

「理
深
く
解
微
な
る
」
と
い
う
二
由

は
、
道
棹
の

『安
楽
集
』
に
お
い
て
は
、
「末
法
五
濁
悪
世
」
と
い
う
時
代
観
と

「
一

生
造
悪
凡
夫
」
と
い
う
機
根
と
い
う
、
時
機
の
自
覚
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
し
、

こ
の
こ
と
は
同
時
に
。

た
だ
し
仏
道
修
行
は
、
よ
く
よ
く
身
を
は
か
り
、
時
を
は
か
る
べ
き
な
り

I
)

と
い
う
法
然
に
し
て
も
、
時
機
相
応
の
法
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
重
要
な
課
題
で

あ
っ
た
事
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
、
自
己
の

一
つ
の
反
省
と
し
て
の

決
断
と
い
う
内
容
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
時
機
の
反
省
と
い

う
こ
と
が
、
聖
道

・
浄
土
二
門
の
決
判
の
重
要
な
契
機
に
な
る
事
は
間
違
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
余
り
に
も
消
極

的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
。

我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
未
だ

一
人

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

る
立
場
の
二
つ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
の
事
を
明
確
に
す
る
分
岐
点
が
。

一
に
は
謂
く
聖
道
、
二
に
は
謂
く
往
生
浄
土
な
り
。
こ
の
聖
道
の
一
種
は
今
の

時
証
し
難
し
、

一
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
逼
遠
な
る
に
由
る
、
二
に
は
理
深
く

解
微
な
る
に
由
る
。
(U

と
し
て
教
示
さ
れ
る
様
に
、
聖
道
に
お
け
る
難
証
の
理
由
を
二
つ
の
事
柄
に
集
約
し

て
挙
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「今
の
時
証
し
難
し
」
と
い
う
事
は
、
単
に

行
証
の
難
易
を
客
観
的
に
論
証
し
た
事
で
は
な
く
、
「大
聖
を
去
る
こ
と
浪
遠
」
に
し

て

「理
深
く
解
微
な
る
」
と
い
う
修
道
を
通
し
て
、
道
緯
や
法
然
自
身
に
実
感
さ
れ

た
中
か
ら
語
ら
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
仏
教
の
不
明
瞭
さ
、
行
証
な
し
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
が
同
時
に
決
定
的
な
教
相
判
釈
が
要
求
さ
れ
て
く
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
要
求
の
背
景
に
あ
る
問
題
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

五

例
え
ば
、
道
緯
が
、
聖
道

・
浄
土
の
二
門
の
選
び
の
必
然
性
と
し
て
示
し
て
く
る

視
点
と
し
て
挙
げ
て
く
る
こ
と
は
、
正
像
末
の
三
時
の
仏
教
史
観
で
あ
る
が
、
そ
の

表
現
的
意
味
合
い
は
仏
教
の
衰
退
、
機
根
の
劣
化
を
問
題
に
し
、
そ
の
根
抵
に
あ
る

問
題
を
明
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
入
滅
を
基
軸
と
し
て
歴
史
観

が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
本
質
的
意
味
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
既
成
的
な
了
解
で

は
な
い

「仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
今
現
在
の
自
身
に
お
い
て
仏
教
を
根
本
的
に
問
う
べ
き
時
を
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も
得
る
者
あ
ら
ず
。

当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
五
濁
悪
世
な
り
、
唯
浄
土
の
I
門
有
り
て
、
通
人

す
べ
き
路
な
り

5
)

と
し
て
仏
説
が
聞
き
取
ら
れ
た
事
は
、
聖
道
と
並
列
さ
れ
た
浄
土
門
で
は
な
く
、
「唯

有
」
な
る

「浄
土

一
門
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
を
相
対
化
し
理

想
化
す
る
方
向
性
の
徹
底
的
な
断
念
を
通
し
て
、
初
め
て
浄
土

一
門
が
開
示
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
事
は
、
単
に
機
根
の
優
劣
の

問
題
で
は
な
く
。

一
切
衆
生
、
都
て
自
ら
量
ら
ず

(17)

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「生
死
を
排
い
」
「火
宅
を
出
る
」
こ
と
に
関
す
る

一
切
衆
生

の
決
定
的
な
課
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
聖
道
と
い
う
形
で
求
め
ら
れ
た
仏
教
、

す
な
わ
ち
釈
尊
か
ら
始
ま
り
釈
尊

へ
と
完
結
す
る
仏
道
の
方
向
性
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
了
解
さ
れ
て
い
た
仏
教
で
は
な
く
、
釈
尊
を
生
み
出
し

一
切
衆
生
を
仏
道
に
立

た
し
め
る
根
拠
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、
時
機
の
認
識
に
よ
り
人
間
に
よ
っ
て
理

想
化
さ
れ
た
仏
教
が
払
拭
さ
れ
る
時
を
意
味
し
、
そ
れ
は

「教
理
」
に
対
す
る

「理

解
」
で
は
な
く
、
「法
」
の

「機
」
と
し
て
自
己
自
身
が
見
出
さ
れ
る
事
以
外
に
は
な

い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
然
が
、
『安
楽
集
』
を
通
し
て
明
瞭
に
し
よ
う
と
し
た
こ

と
は
、
機
教
相
応
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
仏
教
の
事
実
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に

「唯
有
浄
土

一
門
」
と
教
説
さ
れ
る
よ
う
に
、

え
た
と
こ
ろ
か
ら
初
め
て
開
示
さ
れ
る
事
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
事
を
法
然
は

「教
相
章
」
の
私
釈
に
お
い
て
も
、
『安
楽
集
』
の
二
由
に
注
目

し
な
が
ら
、
聖
道
門
の
位
置
付
け
を
確
認
す
る
と
共
に
、
聖
道
門
の
内
実
を

「歴
劫

迂
廻
」
「断
惑
証
理
」
の
二
点
に
お
い
て
押
え
、
更
に
そ
の
事
を

「此
の
婆
婆
世
界
の

中
に
し
て
、
四
乗
の
道
を
修
し
て
四
乗
の
果
を
得
」
(18)
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
例
え
小
乗
と
僻
見
さ
れ
、
仏
乗
と
尊
崇
さ
れ
る
仏
教
で
あ
る
と
し
て
も
同
次
元

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
念
と
し
て
如
何
に
頓
速

が
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
仏
教
が
聖
道
と
い
う
志
向
性
を
持

つ
限
り
、
こ
の
二

点
を
離
れ
出
る
事
は
な
い
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「婆
婆
世
界
に
お
い
て
」
「入
聖

得
果
す
る
」
こ
と
が
仏
教
の
基
点
と
な
る
限
り
、
「歴
劫
迂
廻
」
と

「断
惑
証
理
」
と

い
う
課
題
が
必
然
す
る
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
例
え
教
理
と
し
て

「煩
悩
即
菩
提
」
が
説
か
れ
よ
う
と
も
、
仏
教

の
現
実
面
は

「歴
劫
迂
廻
」
と

「断
惑
証
理
」
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
た
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
様
な
修
道
に
あ
る
限
り
、
そ
の
内
実
は
い
つ
も

退
転
の
危
機

・
不
安
か
ら
逸
れ
得
な
い
の
で
あ
る
し
、
逆
に
果
た
し
て
自
身
が
仏
道

に
立
っ
て
い
る
の
か
否
か
す
ら
不
明
確
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
大
事

な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
が
浄
土
を

「宗
」
と
し
て
明
か
に
し

て
い
く
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

浄
土
宗
興
行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び

一
八
五

仏
教
に
関
わ
っ
て
人
間
の
抱
く
様
々
な
思
い
が
払
わ
れ
て
、

一
切
の
手
掛
か
り
が
絶

　　　

先
に
挙
げ
た
様
な
事
柄
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
浄
土
を
宗
と
す
る
か
否
か
が
仏
教



一
八
六

と
い
う
宗
教
的
要
求
に
応
答
す
る
仏
道
の
公
開
を
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
は
端
的
に

「聖
道
を
捨
て
る
」
と
言
う
事
が
明
確
に
要
求
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
単
な
る
教
義
学
的
な
理
論
上
の
彪
罷
の
問
題
で
は
な
か
ろ

う
。
も
し
、
教
義
学
的
な
優
劣
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
聖
道

・
浄
土
の
二
門
の
教

相
判
釈
は
、
劣
か
ら
優

へ
の
仏
教
の
展
開
と
い
う
史
観
を
破
っ
て
、
全
く
別
の
座
標

に
基
点
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
何
時
如
何
な
る
状
況
に

あ
っ
て
も
、
今
を
生
き
る
人
間
に

「速
に
生
死
を
離
れ
ん
」
と
い
う
即
刻
の
仏
道
成

就
を
見
定
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
法
然
の
教
相
判
釈
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
こ
に
は

一
点
の
妥
協
も
許
さ
ず

「捨
聖
帰
浄
」
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
考
え
て
み
れ
ば
、
法
然
が
浄
土
教
を
大
乗
仏
教
の
宗
教
、
す
な
わ
ち

浄
土
宗
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
課
題
は
、

一
切
の
衆
生
が
正
し
く
依
る
べ

き

「宗
」
の
公
開
に
応
答
す
る
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
、
聖
道
と
い
う

志
向
性
に
お
い
て
仏
教
が
求
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
聖
者
性
に
依
拠
し
、
様
々

な
現
実
の
差
別
に
同
居
し
て
い
る
と
い
う
仏
教
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
法
然
に
よ
っ
て
浄
土
宗
と
し
て
一
宗
を
興
行
し
た
意
味
は
、
大
乗
仏

教
と
し
て
の

「宗
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
に
そ
れ
ま
で
の
仏
教

に
お
い
て
は
宗
が
不
明
瞭
で
あ
る
事
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

法
然
は
、

一
切
の
妥
協
を
許
さ
ず
に
明
確
な
教
相
判
釈
を
通
し
て

一
宗
の
興
行
を
成

し
遂
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
対
的
差
別
の
価
値
観
に
束
縛
さ
れ
て
い

る
現
実
の
課
題
を
生
き
る
人
間
に
、
真
に
依
る
べ
き
宗
、
自
身
の
畢
竟
依
と
し
て
の

宗
を
明
瞭
に
公
開
す
る
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
課
題
に
お
い
て
は
、
徹
底

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

の
決
定
点
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
法
然
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
単
に
現
実
に
お
け
る
修
道
の
困
難
さ
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
て
修
道
を
成
就
す
る

と
い
う
、
法
然
以
前
の
通
仏
教
的
視
点
で
捉
ら
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
問
わ
れ
た
の
は

「宗
」
と
し
て
の

「浄
土
」
で
あ
り
、
決
し
て

「方
便
」
と
し
て

の

「浄
土
」
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は

「未
だ
惑
を
断
ぜ
ざ
る
凡
夫
、
直
に
三
界
の
長

迷
の
夜
を
出
過
す
」
(19)
と
い
う
事
柄
が
含
ま
れ
た
教
相
判
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
選
択
集
』
の
標
挙
で

「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
往
生
浄
土
の

時
を
今
現
在
的
に
確
認
す
る
事
、
そ
れ
が

「教
相
章
」
に
お
い
て
時
機
の
問
題

・
時

機
相
応
の
問
題
を

一
貫
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

そ
の
事
に
つ
い
て
。
法
然
は
私
釈
に
お
い
て
先
の
課
題
に
答
え
る
。
そ
れ
が
、
「正

に
依
る
べ
き
経
教
」
の
開
示
で
あ
る
。

つ
ま
り
。

正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
と
い
う
は
、
三
経

一
論
是
れ
な
り
。
(20)

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
仏
説
と
し
て
の
浄
土
三
部
経
と
宗
の
選
び

を
証
明
す
る
論
書
と
し
て
の
世
親
の

『往
生
論
』
を
呈
示
し
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開

事
実
を
基
点
と
し
た
伝
承
を

「師
資
相
承
」
と
し
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
事
は
、
「捨
聖
帰
浄
」
と
い
う

一
点
で
あ
る
。

法
然
に
お
い
て
聖
道
・浄
土
の
二
門
を
立
て
る
事
は
、
「聖
道
を
捨
て
て
正
し
く
浄

土
に
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
法
然
に
よ
る

一
宗
建
立
が
、
他

の
八
宗

・
九
宗
と
同
次
元
に
置
き
そ
れ
ら
と
選
ん
で
セ
ク
ト
的
宗
派
を
立
て
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と

い
う
時
代
社
会
を
生
き
る

「
一
生
造
悪
の
凡
夫
」
が

「速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
す
」



的
な
選
び
、
す
な
わ
ち

「選
択
」
と
言
う
事
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が

「教
相
章
」
を
通
し
て
聖
道
と
い
う
価
値
観
を
捨
離
し
て
浄
土
に
帰
依

す
る
こ
と
が
ま
ず
第

一
義
の
問
題
で
あ
る
事
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
徹
底
的
な
選
び
は
、
「浄
土
」
を
依
拠
と
し
て
一
切

衆
生
に
平
等
に
開
か
れ
た
仏
道
を
開
顕
す
る
た
め
に
必
須
の
課
題
と
し
て

「宗
」
が

問
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
何
故
浄
土
を

「宗
」
と
す
る
こ
と
が

一
切
衆
生
の
仏
道
成
就
に
な
る
の
か
。

そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
様
な
仏
道
が
如
何
に
し
て
我
々
に
成
就
す
る
の
で
あ

る
の
か
、
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
仏
道
は
何
を
根
拠
に
し
て
見

出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
事
は
法
然
に
お
い
て
は

「教
相
章
」
の
後
に
続
く

「
二
行
章
」
「本
願
章
」
と
い

う
課
題
を
提
起
し
て
事
柄
が
押
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
課
題
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

(6

・
9

・
12

・
13

・
14

・
16

・
17
)
同
上

(『真
聖
全
』

　

一

　

九
二
九
頁
)

(8
)
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
法
然
の
浄
土
宗
興
行
に
対
し

「興
福
寺
奏
状
」
(岩
波
思
想
大

系
15

「鎌
倉
茸
佛
教
」)
で
は
、
九
つ
の
過
失
を
挙
げ
る
中
で
、
特
に

「第

一

　

新
宗

を
立
つ
る
失
」
を
第

一
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「宗
」
を
立
て
る
場
合
に
は
当

時
の
佛
教
界
で
は
朝
廷

(国
家
)
に
奏
状
し
て
承
認
を
得
る
事
が
常
識
と
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
事
は
、
当
然
法
然
自
身
も
充
分
に
承
知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
様
な
常
識
、
更
に
は

「興
福
寺
奏
状
」
で
指
摘
さ
れ
た

「宗
」
の
興
行
に
関

す
る
認
識
・常
識
か
ら
の
主
張
そ
の
も
の
が
、
逆
に
法
然
に
お
い
て
は
仏
教
に
関
わ
る

大
事
な
課
題
と
し
て
疑
問
に
持
た
れ
て
い
た
こ
と
と
推
測
で
き
る
。

(10
)
『
選
択
伝
弘
決
疑
紗
』
(『大
正
蔵
』
巻
八
三

　

三
六
頁
c
)

(11
)
当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
法
然
に
対
す
る
認
識

・
位
置
付
け
は

「智
慧
第

一
の
法
然

房
」
「金
剛
堅
固
の
戒
師
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
様
な

評
判
と
は
反
し
て
法
然
自
身
は
自
ら
を

「三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
悲
歎
し
て
い
る
。

そ
の
様
な
自
己
の
在
り
方
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

(15
)
『
西
方
指
南
抄
』
(「定
親
全
」
五

　

二
九
七
頁
)

(18
)
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
(「真
聖
全
」

　

一

　

九
三

一
頁
)

(19

・
20
)
「漢
語
灯
録
」
(「真
聖
全
」
四

　

二
六
四
頁
)

一
八
七

(
註
)

(1
)
「教
行
信
証
」
(「定
親
全
」

　

一

　

三
八

一
頁
)

(2
)
「歎
異
抄
」
(『定
親
全
』
四

　

五
頁
)

(3
)
「恵
信
尼
書
簡
」
(「定
親
全
」
三

　

一
八
七
~

一
八
八
頁
)

(4
)
「教
行
信
証
」
(『定
親
全
』

　

一

　

三
八
〇
頁
)

(5
)
親
鸞
に
お
け
る
教
学
的
営
為
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「「教
行
信
証
」
の
研
究
-

そ
の
教
学
的
課
題
―

(親
鸞
に
お
け
る
教
学
課
題

へ
の
考
察

‥
「顕
浄
土
」
の
教
学
)」

(同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
報
第
十
二
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(7
)
「選
択
本
願
念
仏
集
」
(「真
聖
全
」

　

一

　

九
四

一
頁
)

浄
土
宗
興
行

　

法
然
に
お
け
る

「宗
」
の
選
び


