
　

特
定
の
宗
派
と
お
考
え
に
な
る
方
も
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
弘
法
大
師
空
海
上
人
は
、
宗

教
家
だ
け
で
な
く
、
教
育
者
、
土
木
工
学

博
士
、
医
学
、
食
べ
物
に
も
詳
し
く
、
四
国

八
十
八
ヵ
所
な
ど
宗
派
に
関
係
な
く
お
参
り

さ
れ
る
方
あ
り
、
高
野
山
に
は
宗
派
に
関
係

な
く
武
田
信
玄
、
織
田
信
長
、
徳
川
家
康
は

じ
め
多
く
の
大
名
の
お
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

今
年
は
、
弘
法
大
師
ご
生
誕
千
二
百
五
十

年
の
記
念
の
年
で
す
。

　

宝
亀
5
年
（
７
７
４
）
6
月
15
日
、
讃
岐

国
屏
風
が
浦
（
香
川
県
善
通
寺
）
で
、
地
方

の
貴
族
佐
伯
直あ
た
い
だ田
公
の
子
と
し
て
生
れ
幼
名

を
真ま

お魚
。
物
心
つ
く
や
神
や
仏
に
手
を
合
せ

ま
す
。

　

叔
父
の
阿あ

と刀
の
大お

お
た
り足
の
勧
め
で
国
学
と
い

う
学
校
に
学
び
、
更
に
日
本
に
唯
一
つ
し
か

れ
た
。
わ
し
は
そ
な
た
に
総
て
を
伝
授
し
よ

う
。
ど
う
か
こ
の
尊
い
教
え
を
末
永
く
人
々

に
伝
え
て
も
ら
い
た
い
」

　

自
分
の
来
る
こ
と
を
待
っ
て
お
ら
れ
た
と

は
、
空
海
は
自
分
の
耳
を
疑
い
勿
体
無
さ
に

涙
あ
ふ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

恵
果
阿
闍
梨
は
ご
自
分
の
命
尽
き
る
こ
と

を
承
知
さ
れ
、
密
教
の
総
て
を
わ
ず
か
3
ヵ

月
で
空
海
に
お
授
け
に
な
ら
れ
、
総
て
を
会

得
す
る
や
金
剛
界
胎た
い
ぞ
う
か
い

蔵
界
秘
密
の
灌か

ん
じ
ょ
う頂
と
い

う
儀
式
を
終
え
た
空
海
は
、
真
言
密
教
の
ご

本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
と
深
く
縁
え
に
しを
結
ば
れ

　
「
そ
な
た
は
不
思
議
じ
ゃ
、
大
日
如
来
様
と

深
い
因
縁
に
結
ば
れ
て
お
る
。
こ
れ
か
ら
そ
な

た
は
遍
へ
ん
じ
ょ
う
こ
ん
ご
う

照
金
剛
と
呼
ば
れ
て
よ
い
ぞ
」

　
「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
」

　

こ
の
日
か
ら
空
海
は
、
真
言
密
教
の
第
八

世
と
な
ら
れ
、
密
教
の
正
統
は
イ
ン
ド
か
ら

の
が
ず
っ
と
南
の
福
州
（
福
建
省
）。
役
人
は

ボ
ロ
ボ
ロ
の
身
な
り
を
見
て
海
賊
だ
っ
た
ら
大

変
と
上
陸
を
許
し
て
く
れ
な
い
。
同
行
し
て

い
た
隷れ
い
し
ょ書

の
第
一
人
者
橘
逸は

や
な
り勢

が
再
三
上
陸

願
い
書
を
出
す
ん
で
す
が
許
さ
れ
な
い
。
よ

う
や
く
空
海
の
書
い
た
願
い
書
に
よ
っ
て
上
陸

が
許
さ
れ
憧
れ
の
長
安
（
西
安
）
の
都
へ
着
い

た
の
が
12
月
23
日
、
日
本
を
船
出
し
て
命
懸

け
で
、
片
道
だ
け
で
5
ヵ
月
半
も
か
か
り
ま

し
た
。

　

夢
に
ま
で
見
た
長
安
、
中
国
古
代
文
化
の

爛
熟
期
に
あ
り
首
都
長
安
は
文
化
の
中
心
地
。

や
が
て
唐
の
皇
帝
か
ら
国
師
と
仰
が
れ
て
い

る
恵
果
阿
闍
梨
に
弟
子
入
り
し
よ
う
と
青
龍

寺
を
訪
ね
ま
す
と
、

　
「
わ
し
は
そ
な
た
が
来
る
こ
と
を
待
っ
て

お
っ
た
。
わ
し
は
も
う
幾
ら
も
生
き
ら
れ
な

い
。
な
の
に
わ
し
が
受
け
継
い
だ
仏
法
を
伝

え
る
者
に
逢
え
な
か
っ
た
が
、
今
そ
の
器
う
つ
わが
現

無
い
大
学
に
進
ん
だ
真
魚
は
、
東
大
寺
の
大

仏
様
に
手
を
合
せ
た
時
、
大
き
な
感
銘
を
受

け
出
世
を
約
束
さ
れ
て
い
る
大
学
を
中
退
し
、

名
僧
勤ご
ん
ぞ
う操

大
徳
の
弟
子
と
な
り
空
海
と
い
う

法
名
を
頂
き
修
行
し
て
い
た
が
、

　
「
仏
教
の
世
界
は
な
ん
と
奥
の
深
い
も
の
だ

ろ
う
。
長
安
の
都
へ
行
け
ば
今
迄
知
ら
れ
な

か
っ
た
仏
教
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
に

違
い
な
い
」

　

唐
へ
行
き
た
い
と
朝
廷
に
願
い
出
る
も
の
の

す
ぐ
に
許
可
が
お
り
ず
、
こ
の
間
各
地
を
巡
っ

て
修
行
。

　

や
っ
と
10
年
後
許
可
が
お
り
遣
唐
使
に
ま

じ
っ
て
肥
前
国
田
野
浦
の
港
を
船
出
し
た
も
の

の
、
二
日
目
の
夜
に
は
大
嵐
に
会
い
、
一
隻
は

行
方
不
明
、
一
隻
は
海
に
沈
み
多
く
の
人
の

命
が
失
わ
れ
ま
す
。
当
時
の
航
海
は
命
が
け
。

な
ん
と
か
助
か
っ
た
も
の
の
帆
は
ち
ぎ
れ
、
か

じ
は
折
れ
波
に
も
て
遊
ば
れ
、
や
っ
と
着
い
た

生
誕
千
二
百
五
十
年「
弘
法
大
師
の
生
涯
」

第
一
回

講
談
師　

一
龍
斎
貞
花  
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「
高
野
山
を
、
空
海
に
給た

も

う
」
と
い
う
、
帝

の
お
許
し
が
届
き
ま
し
た
。

　

1
2
0
7
年
前
の
弘
仁
7
年
、
標
高

9
0
0
メ
ー
ト
ル
、
蓮
の
花
の
型
に
例
え
ら

れ
る
山
の
上
に
次
々
と
お
寺
が
建
て
ら
れ
、

金
剛
峯ぶ

じ寺
と
名
付
け
ま
し
た
。

　

若
き
日
、
山
野
を
駆
け
巡
っ
て
い
た
修
行

中
、
山
の
上
の
平
原
を
見
出
し
た
と
も
、
ま

た
唐
の
国
で
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
頂
い
た
仏
具

の
独と
っ
こ鈷

を
、「
私
の
修
行
道
場
の
地
を
お
示
し

下
さ
い
」
と
投
げ
る
や
、
ブ
ー
ン
と
海
を
越

え
て
飛
ん
で
行
き
、
帰
国
後
独
鈷
を
探
す
と

高
野
山
で
あ
っ
た
と
の
言
い
伝
え
も
。
金
属
が

飛
ん
で
行
く
わ
け
が
な
く
、
神
格
化
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

弘
仁
12
年
、
故
郷
讃
岐
の
国
で
灌
漑
の
た

め
の
用
水
池
万
濃
池
の
大
工
事
が
行
わ
れ
て

い
い
た
が
難
工
事
で
一
向
に
完
成
し
な
い
。

　

そ
こ
で
嵯
峨
天
皇
は
、
こ
の
工
事
を
空
海

に
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
何な
に
ゆ
え故
土
木
工
事
を
、
素し

ろ
う
と人
の
私
に
お
申
し

付
け
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」

　

現
代
に
も
通
じ
る
高
さ
24
・
24
メ
ー
ト
ル

の
堤
防
を
築
く
お
話
し
は
次
回
連
続
に
申
し

上
げ
ま
す
。

中
国
を
へ
て
日
本
人
空
海
に
伝
え
ら
れ
、
同

時
に
膨
大
な
経
典
、
法
具
、
仏
画
、
仏
像
ま

で
授
け
ら
れ
、
空
海
は
当
初
20
年
の
留
学
を

覚
悟
、
留
学
生
は
20
年
居
な
け
れ
ば
い
け
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
わ
ず
か
満
2
年
で
奥お
う
ぎ儀

を

会
得
、
時
に
空
海
32
歳
。

　

帝
か
ら
招
待
さ
れ
た
時
乾
き
物
が
あ
っ
た

の
で
、
問
う
と
「
煎せ
ん
べ
い餅

」。
作
り
方
を
教
わ

り
帰
国
後
山
城
の
国
小お
ぐ
ら倉

和
三
郎
に
作
り
方

を
教
え
、
当
時
砂
糖
が
無
か
っ
た
の
で
果
汁

を
使
い
亀
甲
型
に
焼
上
げ
嵯
峨
天
皇
に
献
上
、

諸
国
を
旅
す
る
時
の
携
帯
食
と
考
え
ら
れ
た

の
か
も
。
ま
た
う
ど
ん
の
作
り
方
も
教
わ
り
、

今
の
よ
う
な
細
長
い
麵
で
は
な
く
団
子
状
だ
っ

た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
郷
里
香
川
県
が
う
ど

ん
県
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

空
海
に
総
て
を
お
授
け
に
な
る
や
、
恵
果

阿
闍
梨
は
61
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
す
。

　

か
く
し
て
大
同
元
年
（
8
0
6
）
10
月
帰

国
。
出
家
得
度
し
た
和い
ず
み泉
の
槇ま

き
お尾
寺
で
3
年

間
、
中
国
で
学
ん
だ
こ
と
を
し
っ
か
り
復
習
し

密
教
を
完
全
に
身
に
つ
け
ま
す
。

空
海
の
教
え
は
即そ

く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

身
成
仏

　

間
も
な
く
朝
廷
よ
り
「
密
教
の
教
え
を
広

め
て
宜
し
い
」
と
い
う
許
可
が
許
さ
れ
、
空

海
の
教
え
は
即
身
成
仏
。

　
「
人
は
誰
で
も
生
き
た
ま
ま
で
仏
に
な
れ

る
」
と
い
う
全
く
新
し
い
も
の
。

　
「
生
き
た
ま
ま
で
仏
だ
と
、
聞
い
た
こ
と
が

な
い
わ
」

　
「
即
身
成
仏
し
た
人
が
こ
れ
迄
に
お
る
か
」

　

各
宗
派
の
僧
侶
ば
か
り
か
、
嵯
峨
天
皇
か

ら
も
お
尋
ね
が
あ
り
、

　
「
然
ら
ば
、
そ
れ
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
」

と
、
南
の
方か
た

に
向
っ
て
結け

っ
か
ふ
ざ

跏
趺
坐
し
、
金
剛

界
大
日
如
来
の
智
拳
印
を
結
び
御
真
言
を
唱

え
る
や
、
た
ち
ま
ち
の
内
に
蓮
華
に
座
し
頭

に
は
宝
冠
を
頂
き
金
色
の
大
日
如
来
の
お
姿

に
な
る
と
い
う
大
奇
跡
が
起
っ
た
と
申
し
ま

す
。

　

弘
法
大
師
に
は
多
く
の
奇
跡
が
語
り
継
が

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
高
尾
の
神
護
寺
に
入
り
活
動
が

始
ま
り
ま
す
。
空
海
の
教
え
は
「
こ
の
世
で

極
楽
を
見
せ
た
い
」。
つ
ま
り
世
の
中
の
平
和

で
す
。
国
家
を
鎮
め
守
る
修
法
を
行
い
嵯
峨

天
皇
は
空
海
上
人
に
厚
く
帰
依
さ
れ
、
書
道

も
空
海
に
師
事
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
同
4
年
、
天
台
宗
を
創
立
し
た
先
輩
の

最
澄
上
人
が
、

　
「
ど
う
か
密
教
の
経
典
を
貸
し
て
頂
き
た

い
」
と
の
願
い
に
、
快
く
お
貸
し
に
な
り
、
し

ま
い
に
は
理り
し
ゅ
き
ょ
う

趣
経
ま
で
指
導
し
て
ほ
し
い
と

依
頼
さ
れ
る
や
、

　
「
こ
れ
は
真
言
密
教
の
修
行
を
し
た
者
で
な

け
れ
ば
お
見
せ
出
来
ま
せ
ん
」
と
、
お
断
り

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
書
か
れ
た
も
の

が
神
護
寺
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

弘
仁
5
年
、
春
と
は
名
の
み
の
寒
い
日
、

嵯
峨
天
皇
か
ら
沢
山
の
綿
を
贈
ら
れ
、

　
「
山
の
中
の
お
寺
は
、
ま
だ
ま
だ
寒
い
こ
と

で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
、暖
か
い
お
心
の
こ
も
っ

た
お
手
紙
も
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

嵯
峨
天
皇
は
50
人
も
の
子
ど
も
が
い
て
財

政
が
苦
し
く
、
そ
こ
で
8
人
を
親し
ん
の
う王

の
位
を

は
ず
し
源
み
な
も
との

姓
を
与
え
、
こ
こ
で
源
氏
が
生

れ
、
そ
の
後
清
和
天
皇
の
子
が
清
和
源
氏
と

な
り
頼
朝
に
つ
な
が
っ
て
い
き
、
平
家
は
桓
武

天
皇
の
後
胤
で
、
清
盛
や
将
門
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　

嵯
峨
天
皇
は
嵯
峨
御
流
と
い
う
生
け
花
の

第
一
世
で
日
本
華
道
の
祖
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　
「
修
行
の
道
場
を
造
ら
な
け
れ
ば
、
そ
し
て

そ
の
道
場
は
、
こ
の
空
海
が
即
身
成
仏
す
る

場
所
で
あ
る
。
帝
に
お
願
い
し
よ
う
。

　

高
野
山
に
お
寺
を
建
て
国
の
繁
栄
と
、人
々

の
幸
せ
を
お
祈
り
し
私
は
じ
め
僧
侶
た
ち
の

修
行
の
場
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
卒
あ
の

地
を
賜
り
た
い
と
、
厚
か
ま
し
い
お
願
い
を

申
し
上
げ
ま
す
」

　

こ
の
願
い
書
を
差
し
出
す
や
、
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