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立
教
開
宗

と
い
ふ
こ
と
は
、

一
つ
の
創
意
を
意
味
す
る
。
通
佛
教
に
封
し
て
又
在
來
の
諸
宗
に
樹
し
て
何
ん
ら
か
の
本
質
的
な
創
意
な

く

し
て
は
立
教
開
宗

と
い
ふ
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
こ

丶
で
い
ふ
創
意

と
は

一
體
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

形
式
的
に
考

へ
る
な
ら
ば
、
立
教
開
宗
と
い
ふ
こ
と
は
、
經
論
に
於
け
る
正
依
傍
依
の
選
定
と
、
歡
義
内
容
に
封
す
る
教
相
判
釋
を
そ

の
根
本
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
萬
餘
の
經
卷
の
中
か
ら
そ
の
五
三
を
選
ん
で
こ
れ
を
正
所
依
と
し
、
法
門
八
萬
四

干
の
中
か
ら

一
門
を
選
ん
で
、
こ
れ
に
命
を
托
す
る
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
は
、
極
め
て
愼
重
を
要
す
る
と
共
に
叉
容
易
の
業
で
は
な
炉
。

そ
こ
に
は
確
固
た
る
指
導
理
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち

一
切
を
洞
破
し
鑑
別
す
る
こ
と
恰
も
快

刀
亂
麻
を
斷
つ
が
如
き
明
快
な

る
知
的
、
信
的
な
見
識
あ
る
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
見
識
が
、
普
通
に
は
宗
祀
の
内
的
經
驗
と
呼
ば
れ
る
、
從

つ
て
、
淨
土

一
宗
存
立
の
根
據
並
に
そ
の
創
意
的
な
も
の

丶
根
源
は
す

べ
て
宗
祀
の
内
的
經
驗
を
そ
の
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
し
、
淨
土
宗
現
象

一
切
の
當
否
を
糺
す
鑑
も
亦
た
こ
の

立
教
開
宗
に
於
け
る
傳
承
と
創
意
と
の
關
係
(藤
原
)
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宗

組
内
的
經
驗

へ
の
順
違
を
そ
の
指
針
と
す
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
從
つ
て
、
淨
土
宗
に
於
け
る
創
意
的
な
も
の

丶
悉
く
は
、
宗
組
内

的
經
驗
の
創
意
性
の
顯
現
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

し
か
ら
ば
、
か
く
の
如
き
宗
組
の
内
的
經
驗
と
い
ふ
も
の
は
、
い
か
に
し
て
生
じ
叉
如
何
な
る
貌
に
於
て
把
握
さ
れ
る
性
質
の
も
の
な

の
で
あ
ら
う
か
、
も
し
そ
れ
、
宗
組
の
内
的
經
驗
が
單
な
る
獨
善
や
果
敢
な
き
妄
斷
に
根
據
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
淨

土

一
宗
は
所

詮
根
な
き
花
で
あ
り
、
邪
教
た
る
の
外
は
な
い
。

こ
の
こ
と
の
論
明
に
野
し
て
、
從
來
、
佛
教
的
常
途
と
し
て
と
ら
れ
來
つ
た
と
こ
ろ
の
傳
統
相
承
の
高
調
と

い
ふ
こ
と
の
意
昧
が
考

へ

ら
る
べ
き
で
あ
る
。
三
國
傳
來
瀉
瓶
相
承
、

一
器
の
水
を

一
器
に
瀉
す
が
如
く
に
傳

々
し
て
今
日
の
宗
義
あ
り

と
な
す
は
、
各
宗

の
最
も

力
読
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
直
授
相
承
、
口
決
相
承
が
重
覗
さ
れ
、る
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

,

け
れ
ど
も
、
實
の
と
こ
ろ
、
か
ぐ
の
如
き
方
法
は

一
難
を
避
磐
て
他
の

一
難
を
招
く
の
結
果
を
將
來
せ
す
に
は
お
か
な

い

も

の

が
あ

る
。
何
故
な
ら
ば
、

一
器
の
水
を

一
器
に
瀉
す
と
い
ふ
如
法
な
る
相
か
ら
ど
う
し
て
創
意
的
な

一
宗
開
創
と
い
ふ
如
き
こ
と
が
割

り
出
さ

れ
う
る
か
と
い
ふ
疑
問
を
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ひ
か

へ
れ
ば
、

一
宗

々
義
の
根
源
た
る
立
教
開
宗
に
於
け
る
宗
組
の
心
的
内
容
と
し
て
、

い
か
に
し
て
傳
統
的
な
る
も
の
と
創
意
的

な
る
も
の
と
の
背
反
が
統
合
抱
擁
さ
れ
う
る
か
と
い
ふ
こ
と
の
究
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三

こ

」
に
於
て
立
教
開
宗
の
原
意
が
、
更
に
根
本
的
に
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
要
諸
に
關
蓮
し
て
想
起
さ



る
べ
き
は
、
こ
の
立
教
開
宗

と
い
ふ
言
葉
と
同
義
語
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
、
領
受
開
顯
の
内
容
に
つ
い
て
"
あ
る
。

領
受
と
は
讀
ん
で
字
の
如
く
、
先
聖
租
師
の
教
法
を
領
解
受
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
開
顯

と
は
い
ふ
ま
で
も

な
く
、
こ
の
領
受
し
た
も

の
を
時
代
的
性
格
の
中
に
展
開
顯
示
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

け
れ
ど
も
、
實
際
的
に
考

へ
て
み
る
な
ら
ば
、
齟
師
の
教
法
を
領
受
す
る
と
は
い
ふ
も
の

丶

各
の
組
師
の
教
読
は
必
ら
す
し
も

一
樣

に
律
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
極
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
や
形
式
に
於
て
は

一
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
と
い
つ
て
い

蕊
。
か
く

の
如
き
種

々
雜
多
な
る
も
の

丶
一
々
を
そ
の
貌
の
ま

Σ
に
於
て
領
受
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
凡
そ
不
可
能
で
も
あ
る
し
叉
意
味
の
な
い
こ
と

丶
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
叉
か
く
の
如
き
貌
の
上
に
於
け
る
種

々
相
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、

傳
統
の
詛
師
の
間
に
於
け

る
相
承
の
意
味
も
成
り
立
た
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。

こ
丶
に
於
て
關
心
を
新

に
さ

る
べ
き
は
、
か
の
釋
尊
読
法
の
特
性
た
る
對
機
読
法
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
封
機
読
法
と
い
ふ
こ
と
は
、

言

ふ
ま
で
も
な
く
甲
機
甲
病
に
獨
し
て
は
甲
歡
を
読
き
、
乙
機
乙
病
に
獨
し
て
は
乙
教
を
示
す
と
い
ふ
読
法
形
式
で
あ
る
。
こ
の
際
、
甲

教
と
乙
歡
と
の
形
式
的
な
相
違
を
以
て
、
釋
尊
歡
読
の
眞
相
を
論
す
る
が
如
き
は
當
ら
ざ
る
の
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
こ

義
に
銘
記
さ
る

べ
き
こ
と
は
、
同

一
の
佛
陀
自
内
證
が
、
甲
機
に
樹
し
て
は
甲
教
と
し
て
読
か
れ
乙
機
に
羯
し
て
は
乙
教
と
し
て
示
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈

で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
平
面
的
に
甲
歡
と
乙
教
と
の
優
劣
高
下
を
論
す
る
が
如
き
は
爰
當
で
は
な
い
。
眞
の
論
究

は
、
佛
自
内
證
が
甲
歡
と
し
て
現
は
れ
或
は
乙
歡
と
し
て
示
さ
れ
ガ
そ
の
過
程
の
當
否
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

佛
陀
自
内
證
が
常
恒
不
變
の
理
た
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
自
内
證
は
そ
の
不
變
性
を
眞

に
保
持
す
る
た
め
に
常
に

特
殊
の
諸
相
を
と
る
こ
と
恰
も
水
の
本
性
に
依
る
も
の
が
あ
る
。
水
の
本
性
ば
静
寂
に
あ
る
。
方
圓
の
器
に
隨

ふ
の
も
靜
寂
に
向
つ
て
の

立
歡
開
宗
に
於
け
る
傳
承
と
創
意
と
の
關
係
(藤
原
)
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努
力
に
外
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
水
の
實
際
は
常
に
流
動
止
ま
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
故
に
水
の
本
性
を
流
動
に
あ
り
と
な
す
は
當
ら

、

ざ
る
も
の
で
あ
る
。
水
の
流
動
は
、
靜
止
の
本
性

へ
の
不
斷
の
努
力
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
佛
陀
自
内

證
の
理
に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が
謂
は
れ
う
る
、
・常
恒
の
理
が
そ
の
本
性
を
保
持
す
る
た
め
に
ば
、
時
處
位
に
帥
す
る
不
斷
の
隨
處
爲
主

的
な
顯
現
と
動
き
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
爾
ら
す
し
て
凝
然
た
る
常
恒
の
相
を
固
守
し
や
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
常
恒
の
理
の
觀
念
化
で
あ
り
、
眞
の

常
恒
の
理
の
常
恒
の
理
た
る
所
以
の
破
棄
で
し
か
な
い
。

か
く
考

へ
來
る
な
ら
ば
、
傳
統
祀
師
の
教
読
に
於
け
る
夫

々
の
特
殊
相
の
す
べ
て
は
、
こ
れ
こ
と
さ
と
く
常

恒
の
理
た
る
佛
陀
自
内
證

の
現
實
的
な
開
顯
の
種

々
相
に
外
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
知
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
從

つ
て
、
こ
の
理
に
よ
る
な
ら
ば
各
租
師
の
教
読
相

互
の
間
に
於
け
る
貌
の
相
違

や
差
別
の
如
き
は
問
は
る
べ
き
で
は
な
い
。
要
は
各
祀
師
の
教
読
そ
の
も
の
が
、
佛
陀
自
内
證
の
如
實
な
る

時
代
的
顯
現
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
は
る
べ
き
で
あ
る
。

こ

丶
に
各
組
師
の
教
論
の
眞

の
意
味
が
理
解
さ
れ
う

る
で
あ
ら
う
。
各
組
師
の
歡
読
の
意
味
は
、
各
時
代
に
於
け
る
佛
陀
自
内
證
を
把

握
せ
ん
と
す
眞
摯
な
る
努
力
の
足
跡
に
す
ぎ
な
い
。
從

つ
て
、
後
人
の
租
師
歡
読
に
封
す
る
立
場
は
こ
れ
ら
の
詛
師
の
教
読
を
鑑
と
し
て
、

自
ら
の
時
代
に
於
て
佛
陀
自
内
證
に
接
近
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
單
刀
直
入
、
眞
向
か
ら
佛
陀
自
内
證
に
接
近
せ
ん
と
す
る
と
い
ふ
が
如
き
は
そ
の
途
を
過

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
は
常
に
傳
統
組
師
の
教
設
を
座
右
の
銘
と
し
て
不
斷
の
精
進
が
續
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
各
祀
師
の
教
読
に
徹
す
る
と
き
、
そ

こ
に
自
つ
か
ら
揆
を

一
に
す
る
方
向
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
方
向
こ
そ
正
し
く
佛
陀
自
内
證

へ
の
捷
徑
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

又
、
こ
の
方
向
の
把
握
こ
そ
眞
の
傳
統
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
傳
承
の
正
意
は
正
に
か
く
の
如
き
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



傳
承
の
意
味
が
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
傳
統
の
把
握
そ
の
ま

Σ
が
新
し
き
現
實
相

へ
の
開
顯
を
意
味
す
る
。
時
代
的
な
衣

裝
を
ま
と
ふ
教
読
の
展
開
が
當
然
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
展
開
の
諸
相
が
、
創
意
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四

こ
の
故
に
、
立
教
開
宗
に
於
け
る
傳
承
的
な
る
も
の
丶
創
意
的
な
る
も
の
と
の
背
反
は
あ
り
え
な
い
。
傳
承

と
は
固
陋
な
る
形
式
の
墨

守
で
は
な
く
し
て
、
貫
な
る
も
の
帥
ち
佛
陀
精
神
の
實
質
的
把
握
と
い
ふ
こ
ど
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
佛
陀

へ
の
復
歸

と
稱
し
て
い

」

こ
れ
に
封
し
て
、
創
意
と
は
傳
承
の
時
代
的
な
開
顯
に
於
け
る
形
式
又
は
貌
の
新
し
さ
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
決
し
て
徒
ら
な
る
新
奇
に

走
る
こ
と
で
は
な
く
し
で
、
眞
實
な
る
も
⑱

、
最
も
如
實
な
る
開
顯
に
於
け
る
新
し
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
領
受
帥
開
顯
と
言
は
る
丶

の
も
亦
こ
の
間
の
淌
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

五

如
上
の
こ
と
は
、
宗
詛
教
読
を

一
暼
し
て
も
充
分
に
領
解
さ
れ
う
る
筈
で
あ
る
。

宗
祀
教
読
の
肝
要
は
選
擇
の
二
字
を
以
て
掩
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
が
、
か
の
選
擇
集
本
願
章
の
中
に
、

一
切
の
諸
行
を
選
捨
し

て
唯
だ
偏

へ
に
念
佛
の

一
行
を
選
取
す
る
理
由
と
し
て
、

「答
へ
て
曰
く
、
聖
意
測
り
難
し
、
輒
く
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
今
試
み
に
二
義
を
以
て
之
を
解
せ
ん
。
一
に
は
勝
劣
の
義
、
二
に
は
難
易
の
義
な
り
。

初
め
に
勝
劣
と
は
、
念
佛
は
是
れ
勝
、
餘
行
は
是
れ
劣
。
所
以
は
い
か
ん
。
名
號
は
是
れ
萬
徳
の
所
歸
な
れ
ば
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
彌
陀

一
佛
の
所
有

の
四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
證
町
功
徳
、
相
好
光
明
読
法
利
生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳

み
な
悉
く
阿
彌
陀
佛
の
名
號
の
中
に
攝
在
せ
り

故
に
名
號
の
功
徳
を
最
も
勝
れ
た
り
と
な
す
。
餘
行
は
然
ち
ず
、
各
の
一
隅
を
守
る
の
み
。
是
を
以
で
劣
と
な
す
。
譬

へ
ば
、
世
間
の
屋
舍
の
名
字
の
中

に
は
棟
梁
椽
柱
等
の
一
切
の
家
具
を
攝
す
れ
ど
も
、
而
も
棟
梁
等
の
一
々
の
名
字
の
中
に
は

一
切
を
攝
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
。
こ
Σ
を
以
て
知
る

立
教
開
宗
K
於
け
る
傳
承
と
創
意
と
の
關
係
(藤
原
)

一
四
五



一
四
六

べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
佛
名
號
の
功
徳
は
餘
の
一
切
の
功
徳
に
勝
れ
た
り
。
故
に
劣
を
捨
て
て
勝
を
取
り
て
以
て
本
願
と
し
だ
ま
ふ
か
。
家
に
難
易
の
義

と
は
、
念
佛
は
修
し
易
く
諸
行
は
修
し
難
し
。
こ
の
故
に
往
生
禮
讃
に
云
は
く
…
…
…
念
佛
を
勸
む
る
こ
と
は
是
れ
餘
の
種

々
の
妙
行
を
遮
せ
ん
と
に
は
、

あ
ら
ず
。
只
だ
こ
れ
男
女
貴
賤
行
佳
坐
臥
を
簡
ば
す
、
時
處
諸
縁
を
論
ぜ
ず
、
之
れ
を
修
す
る
に
難
か
ら
ず
、
乃
至
臨
終
に
往
生
を
願
求
す
る
に
其
の
便

宜
を
う
る
こ
と
念
佛
に
如
か
ず
已
上
。
故
に
知
ん
ぬ
、
念
佛
は
易
き
か
故
に
一
切
に
通
ず
、
諸
行
を
難
き
が
故
に
一
切
に
通
ぜ
ず
。
然
れ
ば
則
ち

一
切
衆

生
を
し
て
甼
等
に
往
生
ぜ
し
め
ん
が
た
め
に
、
難
を
捨
て
易
を
取
り
て
以
て
本
願
と
し
た
ま
ふ
か
」

論
策
、
博
引
尨
證
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
眞
に
佛
意
大
悲
に
徹
す
る
も
の
、
ま
こ
と
の
傳
統
把
握
者
に
し

て
は
じ
め
て
こ
の
言
あ
る

を
想
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
勝

の
法
を
最
下
の
我
に
配
せ
ん
と
す
る
衷
情
亦
た
こ

エ
に
根
ざ
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

叉
こ
の
確
信
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
淨

土
宗
の
創
意
的
行

へ
の
邁
進
が
展
開
さ
れ
う
る
の
で
も
あ
る
。


