
化

Ｌ
ｃ

池

「仏
教
教
団
の
諸
問
題
」
と
い
う
共
同
テ
ー
マ
の
も
と
で
、　
わ
た
く
し
は
親
鸞
教
学
の
座
か
ら
標
記
の
課
題
を
と
り
あ
げ
、　
そ
の
基
本

的
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一　

教
団
の
意
義
と
必
然
性

「教
団
」
と
い
う
語
は
、　
こ
ん
に
ち
仏
教
界
で
慣
用
語
に
な

っ
て
い
る
が
、　
元
来
仏
教
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な
い
ら
し
く
、
代
表
的
な

仏
教
辞
典

『望
月
』
を
見
て
も
そ
の
項
目
が
見
当
ら
な
い
。　
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
の

「教
会
」
の
語
か
ら
出
た
も
の
Ｔ
）と
考
え
ら
れ
、

し
た
が

っ
て
現
在
の
よ
う
に
常
用
語
に
な

っ
た
の
も
明
治
以
後
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
も
手
伝

っ
て
か
、
意
味
も
用
い
る
人
に

よ

っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
異
が
あ
り
、
必
ず
し
も

一
義
的
と
い
え
な
い
。
し
か
し
現
在
仏
教
界
で

「教
団
」
と
い
っ
た
場
合
、
誰
し
も
が

い
だ
く
で
あ
ろ
う
意
味
は
、
本
山
を
中
核
と
す
る
末
寺
及
び
門
信
徒
か
ら
成
る

一
つ
の
集
団
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
団
体
を
指
し
、
し
か
も
そ

れ
が
僧
職
者
を
中
心
と
し
た
か
た
ち
に
お
い
て
幾
多
の
問
題
を
は
ら
ん
で
在
る
集
団
と
し
て
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
五
三

教

団

と

教

化

（池
田
勇
諦
）

田

同

朋 勇

大

き諦



教

団

と
教

化

（池
田
勇
諦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
四

わ
れ
わ
れ
が
真
宗
教
団
と
い
っ
た
場
合
も
、
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
決
し
て
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
現
に
存
在
す
る

本
願
寺
集
団
、
具
体
的
に
い
え
ば
親
鸞
の
教
を
縁
と
し
て
生
成
さ
れ
た
小
集
団
に
始
発
し
た
も
の
が
、
親
鸞
の
滅
後
ま
も
な
く
そ
の
遺
骨

と
影
像
を
安
置
す
る
本
廟
を
生
み
、
覚
如
に
よ

っ
て
そ
の
寺
院
化
（本
願
寺
の
創
立
）
を
見
、
さ
ら
に
蓮
如
に
至

っ
て
そ
れ
を
核
と
す
る

一

大
宗
門
（法
主
権
の
確
立
）
を
形
成
す
る
に
い
た
り
、
や
が
で
致
命
的
な
徳
川
封
建
時
代
を
く
ぐ

っ
て
、
明
治
の
慶
仏
毀
釈
及
び
第
二
次
世

界
大
戦
の
嵐
を
経
て
現
在
に
及
ん
で
い
る
実
に
歴
史
の
風
雪
を
満
身
に
こ
め
た
今
日
的
集
団
、
こ
の
か
た
ち
を
ほ
か
に
し
て
は
あ
り
え
な

い
。
も
し
こ
う
し
た
現
実
の
集
団
を
ほ
か
に
し
て
真
宗
教
団
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
ど
こ
か
に
構
築
さ
れ
た
観
念
論
的
教
団

論
と
し
て
何
ら
現
実

へ
の
能
動
力
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
教
団
の
意
義
乃
至
実
践
的
課
題
を
思
考
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
い
か
に
し
て
も
現
前
す
る
教
団
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
い
ま
そ
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
、
改
め
て
現

前
の
教
団
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
集
団
な
の
か
、
そ
の
点
の
確
認
か
ら
出
発
し
た
い
と
思
う
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
教
団
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
、
常
に
基
本
的
に

「僧
伽
」
が
指
摘
せ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん

一
概
に
僧
伽
と
い
っ
て
も
、　
そ
の
概
念
に
つ
い
て
は

原
始
仏
教
時
代

。
大
乗
仏
教
時
代
等
に
わ
た

っ
て
内
容
的
に
変
遷
が
あ
る
っ
）

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
と
し
て
構
成
員
に
関
す
る
量
的
寛
狭
の
差
異
で
あ

っ
て
、
決
し
て
そ
の
本
質
的
性
格
の
変
異
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
教
団
の
意
義
の
確
認
を
志
向
す
る
と
き
、
当
然
僧
伽
の
本
質
的
そ
れ
が
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

は
必
須
的
で
あ
る
。

さ
て

「僧
伽
」
が

３
ョ
”

，
”
の
音
写
と
し
て
、
和
ま
た
は
衆
と
訳
せ
ら
れ
、
和
合
の
意
味
に
お
い
て
和
合
衆

。
和
合
僧
等
と
い
わ
れ
、

三
宝
の
一
と
し
て
仏
の
教
説
に
し
た
が

っ
て
如
法
に
修
行
す
る
人
々
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
仏
法
に
依
止
す
る
人
間
の
共
同
体
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
三
宝
、
乃
至
は
三
宝
に
お
け
る
僧
宝
の
意
味
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。



お
よ
そ
三
宝
成
立
の
始
源
に
つ
い
て
は

於
ン是
世
間
、
始
有
一六
阿
羅
漢
一、
仏
阿
羅
漢
、
是
為
〓仏
宝
一、
四
諦
法
輪
、
是
為
〓法
宝
一、　
五
阿
羅
漢
、
是
為
〓僧
宝
一、　
如
′是
世
間
三

宝
具
足
↑
）

と
伝
え
る
ご
と
く
、
仏
陀
成
道
後
は
じ
め
て
鹿
野
苑
に
至
り
、
阿
若
僑
陳
如
等
の
五
比
丘
を
教
化
せ
ら
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は

周
知
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
三
宝
具
足
を
も

っ
て
仏
法
成
就
と
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
仏

。
法
二
宝
は
そ

の
超
歴
史
性
か
ら
い
っ
て
人
間
を
超
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
却

っ
て
真
に
歴
史
社
会
と
し
て
の
人
間
に
実
現
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
現
実
か
ら
遊
離
し
た
観
念
的
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
僧
宝
と
は
、
ま
さ
に
仏

。
法
の
歴
史
的
社
会
的
受

肉

含
５
８
８
洋
一ｅ

と
し
て
、　
現
実
に
仏

。
法
が
行
ぜ
ら
れ
る
場
で
あ
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
的
性
格
が
み
ら
れ
る
。　
そ
こ
に
僧
伽
が

仏
の
教
法
と
の
出
合
い
を
体
と
し
た
人
間
の
共
同
体
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、　
親
鸞
の

「同
朋

。
同
行
」
（↓

の
世
界
で
あ
り
、　
ま
さ

に
三
宝
の
具
体
的
内
実
と
し
て
尊
崇
せ
ら
れ
来

っ
た
所
以
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
教
団
の
も
つ
意
義
を
僧
伽
の
性
格
に
求
め
る
と
き
、
教
団
は
仏
法
に
お
け
る
第
二
義
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
仏
法
が

本
来
的
に
自
己
と
す
る
ご
と
き
存
在
と
し
て
、
そ
の
生
成
的
必
然
性
も
お
の
ず
か
ら
浮
揚
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
教
団
が
三
宝
中

の
僧
宝
と
し
て
歴
史
社
会
に
仏

。
法
が
働
ら
く
具
現
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
如
法
修
行
の
信
仰
そ
の
も
の
が
も
つ
現
動
性
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

お
よ
そ
信
仰
は
二
つ
の
側
面
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
根
源
的
に
人
間
存
在
が
も
つ
二
側
面
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る
。
も

と
よ
り
、
信
仰
が
本
来
的
に
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
間
う
こ
と
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
照
応
す
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

人
間
存
在
は
、
そ
の
独

一
的
存
在
（
ひ
と
り
）
に
お
い
て
個
人
的
で
あ
り
、
同
時
に
関
係
的
存
在
（人
の
間
）
に
お
い
て
社
会
的
で
あ
る
。
信

二
五
五

教

団

と
教
化

（池
田
勇
諦
）
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五
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仰
は
も
ち
ろ
ん
か
か
る
二
側
面
の
相
即
性
に
お
け
る
個
人
性
を

基
座
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「自
信
」
と
い
う

一
点
の
外
観
性
も
ゆ
る

さ
ぬ
徹
底
し
た
内
観
的
主
体
的
自
覚
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
絶
対
独

一
的
信
仰
が
、
同
時
に
そ
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
側
面
的
表

現
を
と
る
と
き
、
「教
ν
人
信
」
る
動
的
意
義
を
も
つ
。

こ
こ
に
い
う
信
仰
の
現
動
的
内
景
を
示
す

「自
信
教
人
信
」
の
語
が
、
も
と
善
導
の

『
往
生
礼
讃
』
初
夜
讃
に

謹
依
〓大
経
一採
〓集
要
文
・、
以
為
〓礼
讃
掲
・

と
い
う
な
か
、
流
通
分
の

若
聞
〓斯
経
一、
信
楽
受
持
、
難
中
之
難
、
無
〓過
レ此
難
・

の
経
語
を
讃
ぜ
ら
れ
た
文
の
一
句
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。　
そ
こ
に
あ

っ
て
明
ら
か
な
ど
と
く
、　
自
信
教
人
信
は

一
信
楽
受
持
釜
目

導
教
学
の
立
場
か
ら
い
え
ば

一

「深
心
し
の
現
動
性
を
さ
き
の
人
間
存
在
の
二
側
面
に
即
し
て
開
示
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
も
と
よ
り

相
即
的
不
二
の
関
わ
り
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
自
信
と
教
人
信
が
ど
こ
ま
で
も

一
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
敢
え
て
教
人
信
を
開
示
せ
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
は
、
自
信
の
証
し
と
し
て
の
意
義
が
見
お
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
信
仰
が
単
に
自
信
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個

人
の

「思
い
」
内
出
来
事
と
し
て
、
全
く
私
的
な
自
慰
的
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
本
来

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と

へ
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り
け
り
（歎
異
抄
）

の
自
信
は
、
同
時
に

十
方

一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
（尊
号
真
像
銘
文
）

の
普
遍
の
信
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
公
道
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
。
ゆ
え
に
自
信
の
証
し
と
し
て
の
教
人
信
と
い
う
こ
と
は
、
自
信
の

公
道
性
を
標
示
す
る
も
の
と
し
て
、
全
く
自
信
の
普
遍
的
実
践
性
を
詮
顕
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
教
団
開
成
の
必
然
性
が
見
出
し
え



ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、　
教
団
は
ま
さ
に
自
信
の
証
し
と
し
て
、　
信
仰
の
あ
る
と
こ
ろ
必
然
的
に
生
成
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
基
点
に
立
つ
と
き
、
「教
化
は
教
団
の
唯

一
の
実
践
で
あ
る
Ｌ
こ

と
規
定
し
え
ら
れ
る
所
以
が
明
ら
か
で
あ
る
。

か
か
る
意
味
に
お
い
て
親
鸞
に
開
か
れ
た
真
実
信
は
、
い
わ
ゆ
る
宿
業
感

（歎
異
抄
）
に
象
徴
さ
れ
る
徹
底
し
た
人
間
観
を
内
実
と
す
る

点
で
、　
か
ぎ
り
な
く
個
人
的
閉
鎖
性
を
破
り
、　
広
く
万
人
の
生
に
同
感
す
る
絶
対
平
等
の
尊
厳
的
人
格
と
し
て
、　
た
し
か
に
響
き
合
う

「同
朋
」＝
教
団
の
開
成
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
真
実
信
心
は
本
来
的
に
教
団
性
を
自
己
と
す
る
ご
と
き
心
で
あ
り
、
そ
の
心

を
賜
る
こ
と
は
必
然
的
に
教
団
に
対
す
る
主
体
的
選
び
と
し
て
、
教
団
に
召
さ
れ
教
団
に
参
加
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
真

実
信
は
教
団
を
縁
と
し
て
生
ず
る
と
共
に
教
団
を
し
て
そ
の
所
生
の
縁
た
ら
し
め
て
ゆ
く
根
本
心
で
あ
る
。

一
一　
教
団
の
二
重
的
構
造
性

か
く
現
前
す
る
教
団
の
根
本
的
必
然
性
を
、
信
仰
そ
れ
自
体
が
も
つ
現
動
性
に
確
認
す
る
と
き
、
そ
こ
に
お
の
づ
と
教
団
の
構
造
と
、

そ
れ
ゆ
え
の
実
践
的
課
題
の
所
在
が
浮
揚
す
る
。
さ
き
に
信
仰
の
あ
る
と
こ
ろ
必
然
的
に
教
団
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
の
か

ぎ
り
教
団
の
構
造
は
信
仰
の
構
造
に
照
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
が
そ
の
個
人
的
、
縦
的
側
面
に
お
い
て

「如
来
」
に
属

し
（超
歴
史
性

。
自
信
）
、
社
会
的
、
横
的
側
面
に
お
い
て

「世
俗
」
に
属
す
る
（歴
史
性

・
教
人
信
Ｘ
」
と
く
、
教
団
も
そ
の
縦
的
側
面
に

お
い
て

「如
来
」
に
属
し
、
そ
の
横
的
側
面
に
お
い
て

「世
俗
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
よ

っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
現
前

一
念
の
信
心
は
、
そ
れ
が
如
来
廻
向
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
人
間
心
か
ら
生
起
す
る

信
で
な
く
、
人
間
心
に
発
起
す
る
信
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
心
で
あ
り
つ
つ
、
人
間
の
自
覚
で
あ
る
。
人
間
の
所

属
に
あ
ら
ざ
る
（自
信
の
側
面
）
ま
ま
に
人
間
の
所
属
（教
人
信
の
側
面
）
で
あ
る
と
い
う
二
重
的
構
造
性
を
内
容
と
す
る
。
い
ま
現
前
す
る

教
団
と
教
化

（池
田
勇
諦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
七
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二
五
八

教
団
も
仏

。
法
二
宝
の
歴
史
的
顕
現
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
世
俗
か
ら
生
起
し
た
も
の
で
な
く
、
世
俗
に
興
起
し
た
も
の
と
し
て
、
世

俗
を
超
え
つ
つ
世
俗
の
も
の
と
い
う
二
重
的
構
造
性
を
も
つ
。

こ
の
点
、
親
鸞
が

『
教
行
信
証
』
教
の
巻
」
で
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
大
意
を
判
定
す
る
と
こ
ろ
に

釈
迦
出
〓興

於
，
世
、
光
〓聞
道
教
一、
欲
Ｔ枢
〓群
前
一恵
以
嗜真
実
之
利
上

と
い
っ
て
、　
釈
尊
は
世
か
ら
出
生
し
た
も
の
で
な
く
、　
世
に
出
興
せ
ら
れ
た
旨
を
讃
仰
し
、
∩
行
の
巻
」
正
信
偶
も
同
様
）
、　
ま
た
龍
樹
に

つ
い
て
も

「正
信
偶
」
に

龍
樹
大
士
出
′於
レ世
、
悉
能
催
〓破
有
元
見
一

と
い
い
つ
竜
樹
讃
も
」
同
様
）、
さ
ら
に
恩
師
法
然
に
関
し
て
も

「源
空
讃
」
に

本
師
源
空
世
に
い
で
て
、
弘
願
の

一
乗
ひ
ろ
め
つ
つ

日
本

一
州
こ
と
ご
と
く
、
浄
上
の
機
縁
あ
ら
は
れ
ぬ

と
、
共
に
人
間
を
超
え
た
永
遠
普
遍
の
法
（如
来
）
が
人
間
に

「
顕
現
」
し
た
意
義
を
開
示
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。

い
ま
世
俗
の
ま

っ
た
だ
な
か
に
興
起
し
て
い
る
現
前
の
教
団
が
、
世
俗
を
超
え
て
い
る
と
い
う
即
自
的
側
面
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
如

来
に
属
す
る
も
の
と
し
て
信
仰
共
同
体
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
既
述
の
教
団
の
僧
宝
性
か
ら
い

っ
て
、
そ
れ
が
単
な
る
人
間
的

利
益
集
団
の
ご
と
き
世
俗
か
ら
の
生
成
体
と
は

そ
の
質
を
異
に
す
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。　
ゆ
え
に
こ
の
意
味
に
あ

っ
て
は
、
ま

さ
し
く
浄
土
の
う
つ
し
と
し
て
教
団
そ
れ
自
体
が
目
的
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
即
自
的
に
如
来
に

属
す
る
教
団
の
対
自
的
側
面
か
ら
は
、　
世
俗
の
所
属
と
し
て
ど
こ
ま
で
も

世
俗
的
限
定
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
現
在
的
組
織
集
合
体
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
信
仰
共
同
体
を
自
己
と
す
る
か
ぎ
り
、
目
的
的
存
在
性
は
同
時
に
手
段
的
存
在
性
を
自
己
と
す
る
こ
と
を
意
味



し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
地
上
の
教
法
と
し
て
、
常
に
世
俗
を
浄
土
に
媒
介
す
る
以
外
そ
の
現
動
性

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
如
来
に
属
す
る
信
仰
共
同
体
と
い
っ
て
も
、
現
実
的
に
は
現
前
の
組
織
集
合
体
を
ほ
か
に
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、　
そ
れ
ゆ
え
に
却

っ
て
現
前
の
教
団
は
現
実
の
人
間
の
集
合
体
を
も

っ
て
、　
み
ず
か
ら
内
実
と
す
る

信
仰
共
同
体
性
を
世

俗
に
発
揮
し
て
ゆ
く
機
能
体
と
し
て
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
教
団
の
現
在
的
意
義
と
使
命
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
か
し
ひ
る
が
え

っ
て
み
る
に
、
教
団
が
人
間
の
集
合
体
と
し
て
世
俗
に
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
そ
れ
自
身
世
俗
に

沈
渉
す
る
擬
似
共
同
体
的
須
落
化
を
必
然
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
指
摘
し
た
真
宗
教
団
の
歩
み
を
か
え
り
み
て
も
、
す

で
に
関
東
に
お
け
る
原
始
教
団
、
乃
至
中
世
の
本
願
寺
教
団
の
う
え
に
、
常
に
須
落
的
事
象
の
避
け
え
な
か

っ
た
こ
と
は
、
諸
種
の
史
料

の
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

聖
教
の
う
え
で
そ
の
一
。
二
を
指
摘
し
て
も
、
例
え
ば

『
御
消
息
』
に
み
ら
れ
る

余
の
ひ
と
び
と
を
縁
と
し
て
、
念
仏
を
ひ
ろ
め
ん
と
、
は
か
ら
ひ
あ
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
↑
）

と
い
う
、
か
の
善
鸞
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
権
力

へ
の
追
随
、
ま
た

『
歎
異
抄
』
を
み
れ
ば

上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、
近
来
は
お
ほ
く
お
ほ
せ
ら
れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ

な
か
で
、
「
わ
が
弟
子
ひ
と
の
弟
子
と
い
ふ
相
論
」
や
、
「仏
法
の
か
た
に
、
施
入
物
の
多
少
に
し
た
が
で
大
小
仏
に
な
る
べ
し
」
と
の
言

動
等
、
「
す
べ
て
仏
法
に
こ
と
を
よ
せ
て
、　
世
間
の
欲
心
も
あ
る
ゆ

へ
に
、　
同
朋
を
い
ひ
を
ど
き
る
る
」
ま
さ
に
仏
法
を
隠
れ
蓑
に
世
俗

的
欲
望
の
追
求
に
あ
け
く
れ
す
る
事
象
、
さ
ら
に

『
お
文
』
に
至

っ
て
は

毎
月
の
寄
合
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
つ
く
に
も
、
こ
れ
あ
り
と
い
へ
と
も
、
さ
ら
に
信
心
の
沙
汰
と
て
は
、
か

っ
て
も
て
こ
れ
な
し
、

二
五
九

教

団

Ｌこ
教
化

（池
田
勇
諦
）
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ハ○

こ
と
に
近
年
は
い
つ
く
に
も
寄
合
の
と
き
は
、
た
だ
酒
飯
茶
な
ん
と
は
か
り
に
て
、
み
な
み
な
退
散
せ
り
７
）

果
で
は

『
栄
玄
記
』
に

蓮
如
上
人
つ
ね
づ
ね
仰
ら
れ
候
、
二
人
ま
づ
法
義
に
な
し
た
き
も
の
が
あ
る
と
仰
ら
れ
候
、
そ
の
三
人
と
は
坊
主
と
年
老
と
長
と
、

此
三
人
さ

へ
在
所
々
々
に
し
て
仏
法
に
本
付
候
は
ば
、
余
の
す
え
ず
え
の
人
は
み
な
法
義
に
な
り
、
仏
法
繁
昌
で
あ
ら
う
ず
る
よ
、

と
仰
ら
れ
候
↑
）

と
い
う
僧
分
の
無
信
仰
的
須
療
化
に
至
る
ま
で
、
全
く
人
間
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
醜
さ
を
露
呈
し
て
い
る
現
象
は
、
今
日
の
教
団
の
実
体

を
い
い
あ
て
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
身
に
つ
ま
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

し
か
し
か
か
る
世
俗
的
濁
流
に
惑
渉
し
た
、
否
翻
弄
さ
れ
て
い
る
ご
と
き
須
落
的
事
象
は
、
世
俗
の
た
だ
な
か
に
現
前
す
る
教
団
の
い

か
に
し
て
も
避
け
え
な
い
宿
業
性
と
し
て
、
決
し
て
単
な
る
是
非
善
悪
の
次
元
で
片
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
却

っ
て
そ
こ

か
ら
、
現
前
の
教
団
が
教
団
で
あ
る
が
ゆ
え
の
実
践
的
課
題
が
凝
視
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
か
か
る
擬
似
共
同

体
と
し
て
の
教
団
の
負
い
日
を
ご
ま
か
し
な
く
直
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
教
団
の
使
命
に
立
ち
か
え
る
具
体
的
契
機
と
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〓

一　
教
団

の
実
践
と
し
て
の
教
化

既
述
の
ご
と
く
、
現
前
の
教
団
が
仏

・
法
二
宝
の
歴
史
的
顕
現
、
換
言
す
れ
ば
自
信
の
証
し
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
か
ぎ
り
、
そ
れ
が

手
段
的
存
在
と
し
て
の
み
そ
の
現
在
的
意
義
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
信
仰
（教
法
）
伝
持
の
機
能
体
と
し
て
、
常
に
信
仰

を
世
俗
に
顕
示
し
て
ゆ
く

「教
化
」
を
唯

一
の
使
命
と
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に

「世
俗
」
と
は
も
ち
ろ
ん
教



団
の
現
前
的
地
平
を
指
す
こ
と
に
お
い
て
、
教
団
の
内
外
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
団
内
世
俗
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が

教
山
外
世
俗
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
内
に
信
仰
を
輝
か
す
こ
と
は
、
同
時
に
外
に
信
仰
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
内
外

交
通
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
教
団
的
使
命
と
し
て
の

「教
化
」
の
も
つ
性
格
的
意
義
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
か
め
て
み
る
こ
と

と
し
た
い
。

前
上
の
教
団
の
構
造
性
か
ら
推
考
し
て
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
二
重
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
教
団
の
即
自
的
側
面
（自
信
）
か
ら

い
え
ば
、
自
己
純
化
の
実
践
に
は
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
教
団
が
み
ず
か
ら
の
信
仰
共
同
体
性
を
証
し
し
て
ゆ
く
営
為
で
あ

っ
て
、
ま

さ
に

「
わ
が
身
を
ひ
と
つ
勧
化
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
べ
き
か
」
Ｔ
）と
い
う
教
団
自
身
の
基
立
点

へ
の
反
覆
運
動
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
上
述
の
ご
と
き
現
前
の
教
団
の
須
落
性
も
、
そ
れ
自
身
教
団
が
か
か
る
自
己
と
の
対
決
の
う
え
に
歩
む
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
無
限
に
そ
の
世
俗
的
限
定
を
内
に
破

っ
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に

一
言
し
た

真
実
信
心
の
内
面
的
構
造
を
、
古
来

「仏
心

。
几
心

一
体
」
の
名
日
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
所
詮
は
凡
夫
心
を
場
と
し
て
如
来
心

の
顕
現
を
語
る
も
の
で
あ

っ
て
、
凡
夫
心
の
か
ぎ
り
な
き
否
定
力
と
し
て
仏
心
が
自
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ゆ
え
に

弥
陀
智
願
の
広
海
に
、
凡
夫
善
悪
の
心
水
も
、

帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
は
ち
に
、
大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る

（正
像
末
和
讃
）

と
凡
夫
心
が
消
去
す
る
の
で
な
く
、
几
夫
心
は
常
に
如
来
心
に
よ

っ
て
本
願
海
に
照
破
転
入
せ
し
め
ら
れ

「功
徳
の
う
し
ほ
に

一
味
な
」

公
昌
僧
和
讃
）
な
ら
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。　
そ
こ
に
几
夫
心
が
仏
心
の
全
現
を
可
能
な
ら
し
め
る
唯

一
の
否
定
的
契
機
と
し
て
、
生

涯
積
極
的
意
義
を

も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。　
い
ま
も
教
団
が
世
俗
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
、　
常
に
そ
の
人
間
的
垢
を

露
呈
し
な
が
ら

も
、
却

っ
て

「人
縁
を
転
じ
て
法
縁
と
な
す
も
の
マ
っ

と
し
て
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
信
仰
共
同
体
で
あ
る
こ
と
の
一
点
に
回
帰
し
て

一三
ハ
一

教

団

と
教

化

（池
田
勇
諦
）
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全
一

ゆ
く
唯

一
の
機
縁
力
と
し
て
、
不
断
の
自
己
対
決
を
な
さ
し
め
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
意
味
で
の
教
団
の
自
己
対
決
は
、
常
に

「宗
祖
に
還
れ
」
の
復
古
精
神
に
お
い
て
叫
ば
れ
る
。
し
か
し
宗
祖
に
還
れ
と
い
う
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
時
間
的
復
古
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
宗
祖
の
求
め
ら
れ
た
も
の
を
求
め
る
と
い
う
追
体
験
的
な
復
古
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
そ
れ
は
、
も
は
や
単
に
宗
祖

へ
の
志
向
性
に
お
け
る
脱
俗
化
的
意
味
で
の
自
己
純
化
で
は
な
く
、
真
に
時
代
の
諸
状
況
下
に
あ

っ

て
時
代
を
問
い
、
時
代
に
応
え
る
新
し
い
力
と
な
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
教
団
自
身
が
常
に
自
己
を
新
た
に
し
て
ゆ

く
営
為
こ
そ
、
宗
祖
の
精
神
に
還
る
す
が
た
に
は
か
な
ら
な
い
。
真
の
伝
統
と
は
時
間
的
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
世
界
に
把

握
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
模
倣
で
は
な
く
て
創
造
で
あ
り
、
類
似
で
な
く
て
新
生
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ

り
外
形
的
形
態
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
も
な
く
、　
単
な
る
思
想
的
継
承
で
も
な
い
。

宗
教
的
主
体
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も

別
で
あ
り
つ

つ
、
宗
祖
の
信
に
生
き
ん
と
す
る
ひ
た
す
ら
な
求
道
意
識
に
立
脚
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
教
団
が
教
団
自
身
の
存
立
基
点
に
回
帰
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
対
自
的
側
面
（教
人
信
）
か
ら
は
も

っ
と
も
積
極
的

な
教
団
の
実
践
と
し
て
、
世
俗
を
教
法
の
も
と
に
摂
化
し
て
ゆ
く
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
の
清
沢
満
之
の
言
葉
を
も

っ

て
す
れ
ば

況
ん
や
大
谷
派
本
願
寺
は
、
余
輩
の
拠

っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
、
拠

っ
て
以
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
、
拠

っ
て
以
て
世
界
人

類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
な
る
に
於
い
て
を
や
ｎ
）

と
い
わ
れ
る
ご
と
き
、
こ
の
現
前
の
教
団
が
こ
の
人
生
に
生
き
る
も
の
の
救
い
の
場
と
し
て
、
真
に
人
生
に
処
し
て
ゆ
く
法
が
聞
こ
え
、

道
が
見
出
さ
れ
る
場
所
と
し
て
無
限
に
み
ず
か
ら
を
世
俗
に
捧
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
教
団
が
世
俗
に
対
し
て
信
仰
の

証
し
と
し
て
地
上
の
教
法
性
を
も

つ
か
ぎ
り
、
仏
法
と
世
俗
の
媒
介
体
と
し
て
か
ぎ
り
な
く
仏
法
と
の
値
遇
に
お
い
て
、
真
の
人
生
に
開



眼
す
る
真
人
を
生
産
し
て
ゆ
く
手
段
的
機
能
を
発
揮
し
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
教
団
が
信
仰
の
世
俗

へ
の
開
示
と
そ
れ

へ
の
摂
取
と
い
う
教
化
運
動
体
と
し
て
、
全
く
仏
法
と
世
俗
と
の

「通
路
」
（３

的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
教
化
の
実
践
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
不
断
の
世
俗

へ
の
凝
視
と
そ
の
把
握
な
く
し
て
は
支
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。　
こ
こ
に
お
い
て
改
め
て
浮
揚
す
る
の
が
、
「教
学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　
お
よ
そ
教
学
が
意
味
す
る
も
の
は
、
前
来

の
如
来
に
属
す
る
側
面
と
世
俗
に
属
す
る
側
面
と
の
矛
盾
性
、
換
言
す
れ
ば
信
仰
共
同
体
と
組
織
集
合
体
と
の
矛
盾
性
を
覆
蔽
せ
ず
、
絶

え
ず
如
来
の
生
命
を
輝
か
し
、
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
教
団
の
使
命
を
果
遂
せ
し
め
て
ゆ
く
、
ま
さ
に
教
団
に
と

っ
て
の
自
己
闘
い
を
あ

ら
わ
す
も
の
で
あ
る
■
）。　
し
た
が

っ
て
教
学
は
、
教
団
の
体
を
な
す
信
仰
自
身
の
自
己
批
判
と
し
て
、　
教
団
の
理
性
的
領
域
に
形
成
せ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
教
学
は
教
団
の
即
自
的
側
面
か
ら
は
、
教
団
の
自
己
省
察
と
し
て
絶
え
ず
自
己
の
矛
盾
性
を
眠
ら
せ
ず
、
常
に
信
仰
共
同

体
の
注
刺
さ
（教
化
）
を
よ
び
お
こ
す
批
判
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
対
自
的
側
面
か
ら
は
、
信
仰
の
世
俗

へ
の
応
答
化
（教
化
）
に
お
け

る
普
遍
力
と
し
て
、
不
断
に
世
俗
す
な
わ
ち

「時
機
」
の
把
握
を
任
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
教
学
に
裏
づ
け
ら
れ
支
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
教
化
の
実
践
は
具
体
化
す
る
の
で
あ

っ
て
ま
さ
に
教
学
こ
そ
は
教
化
を
方
向

づ
け
具
体
化
せ
し
め
る
羅
針
盤
と
し
て
、
教
化
を
唯

一
の
使
命
と
す
る
教
団
に
と

っ
て
の
根
本
的
実
践
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

教
団
が
本
質
的
に
教
学
上
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
も
明
ら
か
で
あ
る
。

思
う
に
、
教
化
と
い
え
ば
ス
ト
レ
ー
ト
に
い
わ
ゆ
る
布
教
と
か
宣
教
と
か
い
っ
た
具
合
に
、
教
団
に
お
け
る

一
領
域
視
的
理
解
が
支
配

的
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
教
化
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
そ
の
思
考
的
方
向
も
無
意
識
裡
に
か
か
る
理
解
で
の
方
法

・
技
術
論
に
傾

斜
し
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
教
化
が
そ
の
よ
う
な

教
団
の
一
領
域
的
な
性
格
に

み
な
さ
れ
る
こ
と
の
決
し
て
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

教

団

と
教
化

（池
田
勇
諦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ三



教

団

と
教

化

（池
田
勇
諦
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
ハ
四

上
述
の
趣
旨
か
ら
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
教
団
が
仏

。
法
二
宝
の
歴
史
的
現
行
と
し
て
、
そ
れ
自
身
に
世
俗
と
の
対

決
性
が
常
に
新
し
い
課
題
と
し
て
荷
な
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
も
し
教
化
を
も

っ
て
教
団
の
一
領
域
的
性
格
視
さ
れ
る

な
ら
ば
、　
そ
れ
は
教
団
の
固
定
化
的
立
場
に
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
２
）。　
教
団
と
教
化
は
決
し
て
全
体
と
部
分
と
い
う
関
わ
り
方
で

は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
相
即
的
関
わ
り
と
し
て
教
団
そ
の
も
の
の
生
き
た
す
が
た

。
動
き
と
し
て
、
教
団
の
全
身
的
実
践
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
か
る
教
化
の
実
践
を
真
に
推
進
せ
し
め
る
機
動
力
と
し
て
の
教
学
的
努
力
こ
そ
が
、
ま
さ
に
教
団
の
根
本
的
課

題
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
所
以
で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
学
的
努
力
に
よ

っ
て
こ
そ
、
具
体
的
な
諸
問
題
に
対
応
す
る
即
実
的
方
法

。
技
術
も

必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
た
い
。

か
く
て
教
化
の
根
本
課
題
と
し
て
教
学
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
ゆ
く
う
え
で
、
現
下
の
真
宗
教
団
に
お
い
て
そ
の
歴
史
的
流
れ
の
う
え

に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
、
本
願
寺
蓮
如
と
清
沢
満
之
の
そ
れ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
両
者
は
、　
一
方
は
中
世
の
封
建
時
代

を
、　
一
方
は
近
代
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
を
呼
吸
的
背
景
と
す
る
大
き
な
差
異
を
も
ち
な
が
ら
、
共
に
信
仰
共
同
体
を
志
向
し
た
情
熱
に
お

い
て
う
ち
だ
さ
れ
た
そ
の
教
学
的
実
践
は
、　
わ
れ
わ
れ
の
足
下
の
課
題
を
導
く
燈
煩
で
あ
る
こ
と
を

疑
わ
な
い
。

そ
の
意
味
で
両
者
の

独
自
性
、
さ
ら
に
は
両
者
の
連
続
的
側
面
と
非
連
続
的
側
面
の
解
明
等
の
問
題
は
、
今
日
の
真
宗
教
団
の
教
化
の
実
践
に
と

っ
て
、
も

っ

と
も
具
体
的
か
つ
大
な
る
課
題
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
の
考
察
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
い
ま
は
も

っ
ば
ら
標

記
の
課
題
に
対
す
る
基
本
的
な
確
認
を
行
な

っ
た
こ
と
で
欄
筆
す
る
。

（１
）

平
凡
社

『哲
学
辞
典
』
二
八
四
頁
。

（２
）

常
に
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
近
く
は
芳
村
修
基

『
仏
教
教
団
の
研
究
』

一
〇
四
頁
以
下
、
舟
橋

一
哉

「僧
伽
の
精
神
と
真
宗
教
団
」

「
教
化
研
究
』第
二
二
号
）、
武
田
賢
寿

「
三
国
仏
教
と
僧
伽
」
「
同
朋
仏
教
』
創
刊
号
）等
参
照
。



（３
）

大
正
蔵
三

・
六
四
五
ａ
。

（４
）

周
知
の
言
葉
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
著
述
に
お
け
る
和
文
形
式
の
も
の
、
特
に
門
弟
に
宛
た
書
簡
の
な
か
に
見
出
す
。

（５
）

広
瀬
呆

「教
団
と
教
化
」
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
紀
要
』
第
二
号
）
。

（６
）

親
鸞
聖
人
全
集

。
書
簡
篇

一
四
七
頁
。
こ
と
に
い
う

「余
の
ひ
と
ス
ヽ
」
が

「権
力
を
も
つ
人
々
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
す
で
に
注
意
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
公
一葉
憲
香

『
親
鸞
の
研
究
』

一
三
四
頁
参
照
）
。

（７
）

稲
葉
昌
丸
編

『
五
帖
御
文
定
本
』
九
三
頁
。

（８
）

稲
葉
昌
丸
編

『
蓮
如
上
人
行
実
』
二
六
〇
頁
。

（９
）

稲
葉
昌
丸
編

『
蓮
如
上
人
行
実
』
二
五
五
頁
。

（１０
）

金
子
大
栄

「教
団
と
教
学
」
「
親
鸞
教
学
』

一
）
。

（ｎ
）

『清
沢
満
之
全
集
』
四
ノ
一
七
八
頁
。　
こ
れ
は

『
教
界
時
言
』
第

一
号
所
載
の

「教
界
時
言
発
行
の
趣
旨
」

の
な
か
に
見
る
言
葉
で
あ
っ
て
、

師
の
現
実
的
教
団
観
の
核
心
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
。

（・２
）

真
野
正
順

『
仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』
（五
三
―
五
四
頁
）
に
よ
れ
ば
原
始
仏
教
時
代
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
特
に
宗
教
団
体
を
意
味

し
た

一
般
的
名
辞
と
し
て

〓
”事
ぞ
”
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一〓
〓
く
”
は

８
日．
”
〓
”
や

∞
”
●
”
が
本
来
そ
の
社
会
に
お
け
る
組
合
も
し
く
は
集
団

の
名
称
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
次
第
に
教
団
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
は
じ
め
か
ら

「宗
教
団
体
」
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で

あ
っ
た
こ
と
が
特
に
留
意
さ
れ
る
。
汁̈
一事
”

（パ
ー
リ
）
、
一】【事
”

（梵
）
は

「通
路
」
を
意
味
し
、
更
に
河
川
の
上
陸
所
、
も
し
く
は
沐
浴
所
を
指

し
、
聖
河
の
岸
の
巡
礼
所
を
指
し
、
さ
ら
に
転
じ
て
宗
教
的
教
派
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
と
せ
ら
れ
る
。
宗
教
団
体
を
指
す
名
辞
の
原
意
が

「通
路
」

で
あ
り

「堅
所
に
入
る
入
口
」
の
意
味
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
、
当
面
の
教
団
の
存
在
理
解
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

（・３
）

西
谷
啓
治

「教
団
と
信
仰
」
「
教
学
』
一
ノ
エＣ
、
寺
川
俊
昭

「真
宗
教
団
論
」
η
宗
教
教
化
学
研
究
会
紀
要
』
第
二
号
）
参
照
。

（・４
）

拙
稿

「仏
教
に
お
け
る
教
化
」
「
東
海
仏
教
』

一
八
輯
）
。
付
記

。
本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
り
稲
葉
秀
賢
博
士
の

『
真
宗
概
論
』
第
二
編
に
そ

の
方
向
を
指
教
せ
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。

教

団

と

教

化

（池
田
勇
諦
）

二

六

五
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