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古
来
真
宗
に
於
け
る
異
端
と
さ
れ
る

「秘
事
法
門
」
な
る
宗
教
的
秘
密
結
社

の
残
存
は
現
今
に
於
て
も
猶
著
し
く
、
特
に
真
宗
地
帯
と
云
わ
れ
て
い
る
所
に

潜
在
的
に
広
く
分
布
し
て
い
て
、
そ
の
数
は
次
第
に
殖
え
る
傾
向
に
あ
る
。
顧

み
る
に
、
異
安
心
や
異
義
に
就
い
て
の
論
考
も
今
迄
に
多
々
あ
る
が
、
然
し
そ

れ
は
単
に

二
真
宗
の
教
団
史

・
教
理
史
上
の
次
元
で
だ
け
論
じ
ら
れ
て
い
て
、

聯
か
普
遍
妥
当
性
を
欠
く
様
に
思
わ
れ
る
。
此
の
問
題
は
日
本
宗
教
史
の
一
裏

面
史
で
あ
る
と
共
に
、
民
族
宗
教
の
根
本
に
触
れ
る
問
題
で
も
あ
り
、
社
会
史

的
・
民
俗
学
的
・
宗
教
心
理
学
的
面
で
の
広
い
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ

で
今
回
は
、
比
較
的
秘
事
法
門
の
古
い
原
型
を
残
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
東
海

地
方
に
現
実
に
活
動
し
て
い
る

一例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
儀
礼
を
中
心
と
し
て

若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

さ
て
此

の
秘
事
法
門
の
法
座
は
、
特
定
の
場
所
を
定
め
ず
信
者
の
家
を
順
番

に
回
つ
て
い
て
、
そ
の
日
数
も
昔
は
数
日
に
渡
つ
た
様
で
は
あ
る
が
、
時
代
と

共
に
次
第
に
簡
略
化
さ
れ
二
日
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
此
の
法
座
の
開

か
れ
る
時
、毎
回
三
十
人
前
後
の
入
信
者

(行
者
)
が
あ
り
、彼
等
の
年
齢
も
広

い
層
に
渡
つ
て
い
る
。
此
の
入
信
の
勧
誘
も
、
縁
者
・友
人
・近
所
関
係
を
辿
つ

て
秘
密
裡
に
伝
播
さ
れ
、
他
よ
り
こ
れ
を
知
る
事
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
特

に
寺
院

・
僧
侶
に
対
し
て
は
最
も
警
戒
的
で
批
判
的
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
様

な
結
社
に
は
、
必
ず

一
人
の
俗
知
識

(俗
人
)
な
る
頭
梁
が
居
る
。
此
の
俗
知

識
達
は
法
然
よ
り
三
十
四
代
目
と
か
、
親
攣
よ
り
三
十
三
代
目
等
の
次
第
相
承

の
善
知
識
で
あ
る
と
自
ら
の
法
脈
を
説
き
、
釈
迦
の
代
り
を
す
る
の
で
あ
る
と

云
う
。
そ
の
上
法
門
に
表
裏
が
あ
り
、
寺
院
・
僧
侶
の
法
門
は
表
で
は
あ
る
が

仮
の
も
の
で
、
我
々
の
裏
の
法
門
に
こ
そ
真
実
の
教
え
が
あ
る
と
称
す
る
。
信

者
達
も
彼
を
一
人
の
求
道
者
的
存
在
と
し
て
敬
信
し
、
絶
対
に
帰
依
す
る
。
こ

れ
が
更
に
進
む
と
、
原
始
社
会
の
「人
神
」
的
観
念
の
反
映
と
見
ら
れ
る
知
識

即
仏

(神
)
と
す
る
知
識
帰
命
に
発
展
し
、
所
謂
知
識
以
外
に
は
仏
も
神
も
拝

せ
ず
と
す
る

「不
拝
秘
事
」
と
な
る
。
猶

一般
に
此
の
様
な
秘
事
法
門
の
組
織

は
、
古
い
封
鎖
的
な
村
落
共
同
体
社
会
の
集
団
組
織
の
地
盤
と
融
合
し
な
が
ら

継
承
し
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
現
今
次
第
に
此
の
秘
事
の

様
に
、
広
い
地
域
に
渡
つ
て
信
者
の
分
布
を
見
る
様
に
な
る
。

そ
こ
で
法
座
の
開
か
れ
る
部
屋
の
正
面
に
は
阿
弥
陀
三
尊
を
掛
け
、
両
側
に

選
択
集
十
章
の
図

・
当
麻
曼
茶
羅

・
十
界
図
・
法
然
像
が
並
び
、
仮
設
祭
壇
に

は
仏
足
跡
図

・
樒

・
ロ
ー
ソ
ク
・
小
餅
・
香
炉

・
燈
明
・
仏
飯
・
塞
・
法
然
伝

来
と
称
す
る
巻
物
等
が
置
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
前
で
俗
知
識
は
此
の
部
屋
に

諸
神
諸
仏
を
招
引
し
、
悪
鬼
不
浄
を
防
ぎ
願
土
と
な
さ
ん
と
し
て
呪
文
を
唱
え

る
が
、
こ
れ
は
此
所
を

一
つ
の
結
界
し
た
場
所
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
其
処
で

愈
々
一
生
に
三
度
の
大
事
な
儀
式

(加
入
儀
礼
)
と
称
す
る

「
一
念
帰
命
」

の
お
授
け
が
始
ま
る
と
、
俗
知
識
と
補
佐
役
的
六
人
の
導
師
達
は
其
々
白
装
束

と
な
つ
て
、
各
部
署
に
着
く
。
そ
し
て
窓
の
カ
ー
テ
ン
を
引
い
て
密
室
に
似

せ
、
行
者
は
脇
息
を
境
に
火
定
三
昧
に
入
つ
て
い
る
俗
知
識
の
前
に
二
人
の
導

師
に
挾
ま
れ
て
閉
眼
し
て
坐
る
。
彼
は
秘
事
法
門
に
能
く
見
ら
れ
る
真
言
の
金

剛
合
掌
を
結
ん
だ
手
に
数
珠
を
掛
け
、
両
側
の
導
師
の
手
助
け
の
元
に
十
念
を

唱
え
終
る
と
同
時
に
、
脇
息
に
額
を
勢
よ
く
二
・
三
度
打
ち
突
け
る
。
そ
の
時

に
俗
知
識
は
、
ロ
ー
ソ
ク
を
行
者
の
顔
に
近
付
け
な
が
ら

「よ
し
」
の
掛
声
と
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共
に
仏
の
光
明
を
見
た
と
し
て
ロ
ー
ソ
ク
を
振
り
消
し
、
往
生
決
定
の
判
定
を

下
す
。
そ
し
て
両
側
の
導
師
が
信
者
の
耳
に
口
を
近
付
け
十
念
を
吹
き
込
む
。

此
所
に
於
て
今

「即
身
成
仏
」
を
し
た
と
し
、
功
徳
の
日
暮
が
出
来
、
現
世
に

利
益
が
あ
る
と
云
う
。
此
の
儀
式
に
は
浄
土
宗
の
五
重
相
伝
に
於
け
る
逆
修
の

影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

三
つ
の
密
室
の
中
で
額
突
を
し
て
、
地
獄
の
責

苦
を
受
け
る
事
に
よ
つ
て
、
清
浄
な
生
命
に
生
れ
変
る
と
い
う
日
本
古
来
か
ら

の
一
種
の
擬
死
再
生
儀
礼
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
此
の
後
介

添
の
導
師
に
引
き
起
さ
れ
、
水
杯
を
受
け
る
所
迄
手
引
か
れ
る
が
、
ご
れ
は
昔

目
隠
を
し
て
い
た
頃
の
名
残
で
あ
ろ
う
。
此
の
水
杯
は
前
に
俗
知
識
が
含
漱
を

し
た
残
水
で
、
式
の
終
る
毎
に
飲
ま
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
行
者
達
の
使
用
す
る

数
珠
に
俗
知
識
が
息
を
吹
き
付
け
る
の
と
同
様
、
釈
迦
の
代
官
で
あ
る
俗
知
識

と
三
身
同
体
と
な
る
事
、
即
ち
結
縁
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

此
の
日
を
往
生
決
定
し
た
往
生
日
と
し
て
一
生
記
憶
し
て
、
精
進
潔
斎
す
る
様

に
云
い
、
又
蓮
如
の

「御
文
」
の
掟
を
引
証
し
て
打
ち
突
き
を
し
た
事
、
光
明

を
見
た
事
等
は
部
外
者
に
は
絶
対
云
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
申
し
渡
さ
れ
る
。
そ
れ

は
内
心
に
貯
え
て
陰
で
喜
ぶ
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
所
謂
真
諦
門
で
あ
る
と
云

う
。
こ

に
至
つ
て
密
室
に
於
け
る
儀
礼
は
よ
り
秘
密
性
を
増
し
て
来
る
事
に

な
る
。
更
に
此
の
時
、
解
散
時
に
配
る
餅
・
樒

・
水
・
油
等
は
傷

・
水
中
・
腹

痛
・
そ
の
他
の
万
病
に
能
く
利
く
と
い
う
現
世
利
益
を
説
く
。
そ
れ
か
ら
今
は

省
略
さ
れ
て
い
る
が
此
の
式
後
に
、
如
来
様
と
三
三
九
度
の
杯
を
し
饗
宴
を
開

く
事
が
あ
る
と
云
う
。
此
所
に
於
て
往
生
決
定
し
、
仏
に
な
つ
た
新
し
い
仲
間

が
入
つ
て
来
た
事
を
喜
こ
び
、
心
新
た
に
お
互
い
の
結
束
を
誓
い
合
い
交
際
が

始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
即
ち
古
代
の
同
族
宴
楽
に
於
け
る
共
同
飲
食

(直
会
)
の
投
影
と
思
わ
れ
る
。
所
で
猶
此
の
加
入
儀
礼
で
注
目
さ
る
べ
き
事

は
、
嬰
児
が
母
親
の
膝
に
抱
か
れ
て
健
に
育
つ
様
に
と
「御
縁
」
を
授
か
る
事
、

末
だ
固
ま
つ
て
い
な

い
五

・
六
才

の
幼
児

が

「
お
授
け
」
を
受
け

れ
ば

一
番
そ

の
功
徳
が
大
き

い
と
云
う
事

で
あ

る
。

こ
れ
は
人

の
成
長
に
伴

な
う
諸
段
階
に

応
じ
て
行

わ
れ
る
古
代
以
来

の
通
過
儀
礼

の
断
片
的
名
残

で
あ
ろ
う
。
次

に
そ

の
他

の
主
な
儀
礼

で
は
、
功

徳

の
念
仏

の
儀
式

と
称

し
太
陽
を
拝

し
て
十
念
を

唱

え
る
。

こ
れ
を

「
日
想
観

」
と
云

つ
て
即
身
成
仏

し
た
か
ら
太
陽
を
見

て
も

眩

し
く
な

い
、
太
陽

の
中
に
仏

の
在

る

の
が
見
え
る
様
に
な

る
と
云
う
。

此
の

様

な
日
想
観

は
多
く

の
秘
事
法
門

の
例
に
見
ら
れ
る
が
、
大

日
如
来
と
弥
陀

(
真

言
と
浄
土
)
の
合
体

で
、
所
謂
自
ら
大

日
如
来
と

三
体
に
な
る
と
い
う
論

理
で
、

庶
民

の
問
に
広
く
浸
透

し
て
い
た
真

言
密
教

に
於

け

る

「
大

日
如

来
」

の
信

仰

と
の
関
係

が
強
く
窺

わ
れ
る
。

又
次

に
千
輻
輪
相

の
念
仏

の
儀
式
と
し
て
、

俗
知
識
が
行
者

の
足

の
裏

に
息
を
吹
き
付
け
、
釘

が
刺
さ

つ
て
も
鰻
に
噛

ま
れ

て
も
無
事
で
あ
る
と
し
、
次

の
得
脱

の
念
仏

に
於

て
も
俗
知
識

が
信
者

の
顔
に

息
を
吹
き
付

け
、
死

に
際

し
て
は
身
体

は
硬
直
せ
ず
、

柔
ら
か
く
仏
顔

の
状
態

に
な
る
と
す
る
現

世
利
益
的
な
事
を
説
く

の
で
あ
る
。
猶

此
所
で
注
目
さ
れ
る

一
連
の
マ
ジ
カ

ル
的
な
息
吹

き
の
現
象

は
、
息
即
阿
弥
陀
仏

と
す

る
真
言
密
教

の
観
念
が
入

つ
て
来

て
い
る
と
思

わ
れ

る
。

そ
れ
か
ら
又

一
年
に

三
度
火
を
消

す
事
の
出
来
る
火
伏

の
儀
式
を
行

い
、
呪
術
的
な
極
意
を
授

け
る
事
も
あ
る
つ

以
上
の
如
く
、

此

の
秘
事
法
門

に
於

て
は
浄
土
宗

・
真
言
密
教
等

の
影

響
が

強

く
窺
わ
れ
、

表
面
は
真
宗

・
浄

土
宗

の
教

理
的
解
釈
を
以
て
理
論
化
し

て
は

い
る
が
、
古

い
社
会
構
造

の
伝
統

に
根
差

し
た
多
神
教
的

・
呪
術
的

・
現
世
的

様

々
な
民
俗
信
仰

と
儀

礼
の
残
存

が
顕
著

に
見

ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
次

第
に
抽
象
的
で
観

念
化
し
て
行

く
仏
教

と

い
う
も

の
が
、

具
体
的
で
体
験
的
な

日
本
の
固
有
信
仰
と
ど
の
様
な
関

り
合

い
を
持

つ
て
次
第
に
庶
民
大
衆
に
受
け

入
れ
ら
れ

て
行

つ
た
か
を
知

る
上
で
の

一
つ
の
手
懸
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
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