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「
宗
派
」
と
い
う
日
本
仏
教
的
な
も
の

　

日
本
津
々
浦
々
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
の
数
よ
り
も
多
い
日
本
の
仏
教
寺

院
。
け
れ
ど
、
自
分
の
家
が
何
宗
の
檀
家
な
の
か
と
聞
か
れ
て
も
、
即

答
で
き
る
人
は
少
な
い
。
現
代
日
本
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
自
分
た
ち

の
生
活
の
中
の
仏
教
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
寺
院
や
僧
侶

の
存
在
を
積
極
的
に
意
識
す
る
の
は
法
事
や
葬
式
ぐ
ら
い
だ
が
、
そ
ん

な
時
で
さ
え
故
人
の
人
と
な
り
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
中
心
だ
。

　

一
方
で
、
仏
教
を
思
考
す
る
段
階
に
な
る
と
、
途
端
に
「
宗
派
」
が

重
要
と
な
る
。社
会
人
講
座
な
ど
で
中
国
仏
教
に
関
わ
る
話
を
す
れ
ば
、

必
ず
「
そ
れ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
宗
派
の
話
な
の
で
す
か
？
」
と
質
問

が
来
る
。
中
国
の
仏
教
は
き
っ
ち
り
宗
派
に
分
れ
て
い
な
い
し
、
日
本

の
仏
教
教
団
の
よ
う
な
本
山
―
末
寺
の
関
係
も
な
い
。
住
職
に
よ
っ
て

寺
院
の
宗
派
も
変
わ
り
ま
す
と
答
え
る
と
、
南
都
六
宗
を
思
い
出
し
て

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
が
生
み
出
し
た

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ坂
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納
得
し
て
く
だ
さ
る
方
は
少
数
で
、「
そ
ん
な
バ
カ
な
」
だ
の
「
い
い

か
げ
ん
な
」と
中
国
人
に
代
わ
っ
て
お
し
か
り
を
受
け
る
こ
と
も
多
い
。

　
「
諸
行
無
常
」
と
聞
け
ば
「everything	changes

」
で
は
な
く
、「
祇

園
精
舎
の
鐘
」
を
連
想
す
る
日
本
人
は
、
仏
教
を
日
本
的
な
「
宗
派
」

の
枠
組
な
し
で
思
考
で
き
な
い
。
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
が
日
本
限
定
な
こ

と
は
若
干
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、同
じ
く
日
本
仏
教
に
特
徴
的
な「
宗

派
」
は
か
な
り
意
識
さ
れ
に
く
い
。
そ
ん
な
日
本
仏
教
の
「
宗
派
」
問

題
に
切
り
込
み
、
中
国
と
の
関
わ
り
を
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
の
が
本
書
『
堕
落
と
復
興
の
近
代
中
国
仏
教
』
で
あ
る
。

　

著
者
の
エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ツ
氏
は
ド
イ
ツ
生
ま
れ
。
ロ
ン
ド
ン
大
学

東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
を
経
て
、
東
京
大
学
大
学
院
で
宗
教
学
を
学
ん

だ
。
著
者
の
博
士
論
文
を
元
に
、
加
筆
集
成
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ツ
著

堕
落
と
復
興
の
近
代
中
国
仏
教

日
本
仏
教
と
の
邂
逅
と
そ
の
歴
史
像
の
構
築
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『
堕
落
と
復
興
の
近
代
中
国
仏
教
』

　

江
戸
時
代
ま
で
、日
本
人
仏
教
者
た
ち
は
鎖
国
の
中
で
中
国
の
仏
教
を

過
度
に
理
想
化
し
て
い
た
。そ
し
て
、開
国
に
よ
っ
て
憧
れ
の
中
国
に
渡

航
し
た
明
治
時
代
、
現
実
の
中
国
仏
教
を
目
の
当
た
り
に
し
て
驚
い
た
。

し
か
し
、
過
去
の
輝
か
し
い
中
国
仏
教
は
日
本
仏
教
の
源
流
で
あ
り
、
神

聖
不
可
侵
で
あ
る
。
日
本
人
仏
教
者
は
、
勝
手
に
理
想
化
し
た
過
去
の

中
国
仏
教
イ
メ
ー
ジ
を
基
準
に
、
現
代
の
中
国
仏
教
が
「
堕
落
」
し
た

と
考
え
た
。そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。勝
手
に
衰
退
さ
せ
た
中
国
仏
教
を「
復

興
」
さ
せ
る
こ
と
が
、
ア
ジ
ア
に
冠
た
る
日
本
人
の
使
命
だ
と
考
え
た
。

　

も
ち
ろ
ん
中
国
人
た
ち
も
、日
本
人
の
勝
手
な
評
価
を
黙
っ
て
押
し
付

け
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。西
洋
哲
学
と
の
接
触
に
よ
り
近
代
化
を
果
た
し
た

日
本
仏
教
を
鑑
と
し
つつ
も
、一
方
で
は
日
本
的
な
仏
教
の
あ
り
方
を
批
判

し
、中
国
独
自
の
仏
教「
復
興
」を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
が
描
く
の
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア

地
域
に
お
け
る
秩
序
再
編
成
の
中
で
、「
日
本
帝
国
の
学
知
」
の
大
き

な
圧
力
に
抗
ら
い
、
近
代
的
な
国
民
国
家
建
設
に
貢
献
し
、
社
会
的
な

存
在
価
値
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
中
国
仏
教
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
同

時
に
、
日
本
仏
教
の
近
代
を
映
し
出
す
鑑
で
も
あ
っ
た
。

本
書
の
構
成
と
そ
の
内
容

　

本
書
の
構
成
は
全
四
章
で
、
序
論
と
結
論
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
第

一
章
「
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
日
本
人
仏
教
者
の
中
国
仏
教
観
と
そ

の
思
想
的
背
景
」、
第
二
章
「
近
代
中
国
に
お
け
る
仏
教
堕
落
論
」、
第

三
章
「
近
代
中
国
仏
教
に
お
け
る
宗
派
概
念
と
そ
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」

そ
し
て
、
第
四
章
「
民
国
期
の
密
教
復
興
」
で
あ
る
。
各
章
は
そ
れ
ぞ

れ
八
～
一
五
節
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
課
題
の
設
定
と
小
結
が
あ
る
。

読
者
は
本
書
を
順
番
に
読
ま
な
く
て
も
、
興
味
あ
る
章
か
ら
読
め
る
構

成
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
で
著
者
が
描
く
歴
史
像
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。

一
つ
は
、
明
治
以
降
の
日
本
人
仏
教
者
が
描
き
出
し
た
中
国
仏
教
「
堕

落
論
」
を
中
国
側
が
ど
う
受
容
し
、
反
発
し
な
が
ら
中
国
仏
教
優
越
論

に
結
び
つ
け
た
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
中
国

仏
教
「
堕
落
論
」
に
も
と
づ
き
、
中
国
で
失
わ
れ
た
宗
派
を
日
本
か
ら

逆
輸
入
し
、「
復
興
」
さ
せ
よ
う
と
し
た
物
語
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

流
れ
は
、
あ
る
部
分
で
は
一
致
し
、
あ
る
部
分
で
は
対
立
し
、
相
互
に

影
響
し
あ
い
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
こ
の
錯
綜
の
過
程
こ
そ
歴

史
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
本
書
の
魅
力
で
あ
る
。

　

以
下
、各
章
毎
に
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。第
一
章
で
は
、明
治
以
降
、

あ
こ
が
れ
の
中
国
渡
航
を
果
た
し
た
日
本
仏
教
者
た
ち
の
旅
行
記
を
読

み
解
い
て
い
く
。
明
治
の
開
国
に
よ
っ
て
中
国
に
渡
っ
た
仏
教
者
た
ち

は
、
自
分
た
ち
の
宗
派
の
開
祖
が
学
ん
だ
寺
院
や
歴
史
的
に
著
名
な
寺

院
が
廃
墟
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
事
実
を
中
国
仏



『東方』431 号（2017 年 1 月）　　30

教
の
「
衰
退
」
と
結
び
つ
け
た
。
ま
た
、明
治
以
降
の
「
新
仏
教
運
動
」

な
ど
を
経
て
、
社
会
貢
献
す
る
こ
と
が
当
然
に
な
っ
た
日
本
か
ら
見
れ

ば
、出
家
し
て
世
俗
と
関
わ
ら
な
い
中
国
仏
教
は
旧
態
依
然
に
見
え
た
。

さ
ら
に
古
代
か
ら
、
主
に
書
物
を
通
じ
て
中
国
仏
教
を
吸
収
し
て
き
た

日
本
人
は
、経
典
や
仏
教
書
の
普
及
率
の
低
さ
も
「
衰
退
」
と
捉
え
た
。

し
か
し
、
日
本
仏
教
の
源
流
と
し
て
の
中
国
仏
教
は
、
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
日
本
人
仏
教
者
は
衰
退
し
た
中
国
仏
教
を

「
復
興
」
さ
せ
る
の
が
自
分
た
ち
の
使
命
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
清
末
民
初
の
思
想
史
の
流
れ
の
な
か
に
「
中
国
仏
教

堕
落
論
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
も
そ
も

清
末
民
初
の
僧
侶
た
ち
の
「
堕
落
論
」
は
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ

る
も
の
で
、
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
清
末
に
は
多

く
の
仏
教
者
た
ち
が
仏
教
の
末
法
思
想
に
も
と
づ
い
て
「
堕
落
」
を
語
っ

た
が
、「
末
法
」
と
亡
国
を
結
び
つ
け
る
論
法
は
明
末
や
そ
れ
以
前
か
ら

存
在
し
た
。
し
か
し
、
清
末
民
初
の
「
末
法
」
論
が
他
の
時
代
と
異
な

る
の
は
「
経
世
仏
教
」
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
、
改
革
や
革
命
を
唱
え

る
人
々
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
も
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
。
梁
啓
超
や
蔡

元
培
な
ど
が
代
表
的
な
人
物
で
あ
り
、
仏
教
衰
退
を
な
げ
き
、
復
興
を

唱
え
る
言
論
の
裏
側
に
は
国
民
国
家
の
概
念
や
救
国
の
思
想
が
あ
っ
た
。

　

第
三
章
で
は
、
日
本
的
な
中
国
仏
教
研
究
が
い
か
に
中
国
に
受
容
さ

れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
明
治
日
本
の
仏
教
教
団
が
有

望
な
若
手
を
西
欧
に
留
学
さ
せ
、
帝
国
大
学
に
講
座
を
開
設
す
る
な
ど

の
近
代
化
努
力
を
行
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
西
洋
中
心
史
観
と
の
闘
争
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
「
東
洋
」
概
念
は
、
日
本
中
心
史
観
と
し
て
自
画
像

を
再
構
築
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
も
、
諸
宗
派
・
仏
書
・
人
材
の

全
て
を
備
え
た
日
本
の
優
越
性
が
主
張
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
「
宗
派
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
華
厳
宗
僧
凝
然
の
著
書
が
再

評
価
さ
れ
、
近
代
日
本
の
諸
宗
派
を
語
る
際
の
教
科
書
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
。
凝
然
の
著
書
に
も
と
づ
い
て
、
明
治
大
正
期
の
中
国
仏

教
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
境
野
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド
→
中
国
→

日
本
と
段
階
的
に
発
展
し
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
中
国
仏
教
は
隋
唐

時
代
の
諸
宗
派
の
成
立
を
頂
点
に
、
そ
の
後
宗
派
性
が
薄
れ
て
衰
退
し

た
と
理
解
さ
れ
た
。

　

以
上
の
日
本
的
な
宗
派
理
解
と
中
国
仏
教
理
解
が
、
中
国
で
受
容
さ

れ
て
い
く
過
程
が
本
書
の
背
骨
と
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
で

知
り
合
っ
た
南
條
文
雄
を
通
じ
、
中
国
で
失
わ
れ
た
経
典
を
数
多
く
復

刻
し
た
楊
文
会
は
凝
然
の
著
書
を
教
科
書
的
に
扱
っ
た
。
他
の
日
本
人

研
究
者
の
著
書
は
批
判
的
に
受
容
し
た
揚
文
会
も
、
凝
然
の
著
書
だ
け

は
「
古
籍
」
と
捉
え
、
そ
の
中
に
理
想
と
し
て
の
唐
代
仏
教
を
見
つ
け
、

「
復
古
」（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
を
目
指
し
た
。
さ
ら
に
民
国
期
の
出
版
業
の
発

展
は
、
楊
文
会
の
著
述
を
多
く
の
雑
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
に
な
り
、
彼

の
主
張
は
再
生
産
さ
れ
、
仏
教
界
以
外
に
も
影
響
を
拡
散
し
た
。
彼
の
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主
張
は
現
代
の
中
国
の
仏
教
に
も
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
密
宗
を
中
心
に
、中
国
仏
教「
復
興
」の
過
程
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
一
九
二
〇
年
代
、
密
宗
を
学
び
に
高
野
山
に
留
学
し
た
中

国
人
僧
侶
は
複
数
い
た
。
密
宗
が
注
目
さ
れ
た
背
景
に
は
、
①
密
宗
が

中
・
上
級
階
級
に
属
す
る
人
々
の
注
目
を
集
め
た
こ
と
、
②
自
然
災
害

や
戦
災
に
苦
し
む
中
国
社
会
に
呪
術
的
な
要
素
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
③
仏
教
統
一
の
宗
教
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
側
面
が
期
待

さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
中
国
仏
教
の
絶
頂
期
に
栄
え
、
そ
の

後
何
ら
か
の
形
で
失
わ
れ
た
密
宗
の
「
正
当
」
な
法
脈
を
、
日
本
か
ら

逆
輸
入
し
よ
う
と
し
た
王
弘
願
は
、
日
本
側
と
協
力
し
震
旦
密
教
重
興

会
を
組
織
し
た
。
た
だ
し
、
空
海
を
祖
と
す
る
姿
勢
や
日
本
的
な
密
宗

の
女
性
観
、
さ
ら
に
は
肉
食
妻
帯
と
い
う
日
本
仏
教
の
「
戒
律
破
壊
」

の
部
分
が
他
の
中
国
人
仏
教
徒
に
問
題
視
さ
れ
、
著
名
な
改
革
派
の
太

虚
ら
を
中
心
に
批
判
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
軍
事
侵
略
を
も
肯

定
す
る
運
動
と
捉
え
ら
れ
、
い
つ
の
間
に
か
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

「
戦
争
協
力
」
や
「
文
化
侵
略
」
の
議
論
を
越
え
て

　

近
代
日
本
の
仏
教
は
「
日
本
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
存
在
と
の
関

係
を
通
じ
て
自
己
を
再
定
義
し
よ
う
と
し
、
中
国
の
仏
教
は
「
中
国
」

と
い
う
存
在
を
通
じ
て
同
じ
よ
う
な
試
み
を
な
そ
う
と
し
た
と
著
者
は

主
張
す
る
。
こ
れ
ら
近
代
仏
教
の
自
画
像
の
構
築
は
、
越
境
と
い
う
側

面
を
持
っ
て
お
り
、日
本
と
中
国
は
互
い
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

そ
し
て
直
接
的
な
邂
逅
の
み
な
ら
ず
、
近
代
的
学
知
を
通
し
て
も
形
成

さ
れ
、
中
国
仏
教
に
と
っ
て
日
本
仏
教
は
「
顕
著
な
模
範
」
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
「
危
機
」
で
も
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
、

「
模
範
」
と
「
危
機
」
の
概
念
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
近
代
仏
教
と
中
国
の
関
係
史
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

多
く
が
日
本
と
中
国
の
二
国
間
の
枠
組
み
で
固
定
し
た
仏
教
史
（
教
団

資
料
に
も
と
づ
く
）
の
視
点
で
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
書
は
英
語

や
ド
イ
ツ
語
の
文
献
を
主
体
と
す
る
近
代
中
国
史
の
研
究
蓄
積
が
多
く

参
照
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
要
所
で
は
イ
ン
ド
仏
教
史
の
成
果
も
用
い

ら
れ
て
お
り
、
視
野
の
広
い
ア
ジ
ア
仏
教
史
の
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。

　

著
者
は
密
宗
復
興
運
動
を
事
例
に
、
当
時
の
日
本
と
中
国
の
間
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
交
流
は
、
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
か
ら
一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
っ
た
と
指
摘

す
る
。
同
様
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
著
者
が
日
本
語
や
中
国
語
資
料
を
分

析
し
、
欧
米
の
文
献
を
広
く
参
照
し
て
あ
ら
わ
し
た
本
書
は
、
日
本
と

中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
背
景
を
持
つ
研
究
の
磁
場
か
ら
一

定
の
距
離
を
保
つ
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
示
唆
に
富
む
。
本
書
が
多
く

の
読
者
の
手
に
と
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
さ
か
い
だ
・
ゆ
き
こ　

愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
）


