
大
襲
佛
教

の
教
團

(
諸

戸
)

大
乗
佛
教
の
教
團

諸

戸

素

純

佛
教

の
中
に
教
團
と

い
う
概

念
を
求

め
る
な
ら
ば
、

檜
伽
が

こ
れ
に
當

る
と

い
う

の
ほ
か
は
な

い
。
と

こ
ろ
が
、

こ

の
僧
伽

と
は
、

出
家

の
比

丘

(
及
び

比

丘
尼
)

の
構
成
す
る
集
團
で
あ

る
か
ら
、
在
家

の
信
者
は
、

當
然
そ

の
将
外

に

お
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
在
家

の
信
者

は
比

丘
に
依
存
し

て
い
て
も
、

僧
伽

に

加

わ
る
資
格
は
與
え
ら
れ
て
は

い
な

い
。
同
じ
く
佛
陀

の
教
法
を
信
じ
、
佛
教

の
理
想

に
到
蓬
で
き
る
も

の
と
認

め
ら

れ
た
居
士
を
、

そ

の
外
に
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
と
す
る
教
團

の
理
念
に
は
、

大
き
な
難
黙
が
あ
る
も

の
と
せ
ね
ば

な
ら
な

(
1
)

い
。
で
は
、

比
丘
と
倶

に
居

士
を
も
含
め

て
、
す

べ
て
の
信
者
を
包
括

し
た
、

一
つ
の
総
膿
と
し
て

の
教
團
の
理
念
が
、

佛
教

の
中
に
求
め
ら
れ
る
か
。

こ
の

黙

の
吟
味
は
、

佛
教
教
團
論

と
し
て
は
、

重
要
な
課
題
を
な
す

で
あ
ろ
う
。
今

在
家
佛
教

の
意
義
を
強
調
し
て
、
出
家

と
在
家

と
の
別
を
、

小
乗
ほ
ど
に
決

定

的
な
も

の
と
し
な

い
大
乗
佛
教

の
中

に
、

こ
の
よ
う
な
総
括
的
な
教
團
が
組
織

せ
ら
れ
て
い
た
か
を
、
初

期

の
大
乗
戒

を
中
心

に
、
槍
討
し

て
み
た

い
。

ま
ず
初

に
ヤ
大
乗
佛

教
は
、

出
家

の
集
團

と
し
て
の
檜
伽
を
奪
重
し

て
、
決

し
て

こ
れ
を
否
定
し
て

い
な

い
と

い
う
事
實

を
指
摘

せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
大
乗

塾輕
典
で
は
、

い
た
る
と

こ
ろ
に
、

出
家
を
奪

ぶ
べ
き
こ
と
を
読

く
が
、
殊

に
、

優
婆
塞
戒
輕
に

お
い
て
は
、

そ

の
全

二
十
八
品
に
わ
た

つ
て
、

各
品
の
末
尾

に

繰
返
し
て
、
出
家

の
菩
薩
を
も

つ
て
、
在
家

の
菩
薩
よ
り
も
勝

れ
た
も

の
と
主

張
し
て

い
る
。
出
家

の
あ
る
と

こ
ろ
に
は
、

必
ず
僧

伽
が
存
す

べ
き
で
あ

る
か

ら
、

大
乗
に
お

い
て
も
、

僧

伽

の
制
度
を
そ

の
ま
ま
承

認
し
て
、

こ
れ
を
纏
承

し

て
い
た

こ
と
を
知
る

の
で
あ
る
。

た
だ

こ
の
時
、

出
家
と
在
家
に
優
劣

の
差
を
認
め
て
も
、

大
乗
佛
教

の
立
場

と
し

て
、
そ

の
聞

に
決
定
的
な
差

別
を
設
け
な
か

つ
た
も

の
と
せ
ね
ば

な
ら
な

い
。

で
は
、

大
乗
に
は
、

出
家
と
在
家

と
を
併
せ
含
ん
だ
、

猫
自

の
形

態
を
持

つ
教
團
を
別
に
組
織

し
て

い
た
か
之

い
う

に
、
、そ

の
よ
う
な
大
乗
猫
自

の
教
團

の
存
在
を
謹
明
す
る
に
足
る
謹
擦

が
認
め
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
印

ち
、

(
一
)
 大
乗
に
は
猫
自

の
律
藏
を
敏

い
て
い
る
黙
が
ま
ず
指
摘

せ
ら
れ
る
。

律
即

ち
ビ

ナ
ヤ
と
は
、
僧

伽
を
組
織
、

統
制
す

る
た
め

の
法
規
と
認
む

べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ

に
反
す
る
も

の
に
は
、
僧
伽

の
意
志
と
し
て

の
罰
が
加
え

ら
れ
る
。

こ
の
黙
、

戒
が
道
徳
的
、

宗
教
的
徳

目
と
し
て
、
個
入
内
心

の
問
題

で
あ

る
と
こ
ろ
と
、

そ
の
意
義
が
全
く
違
う
も

の
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
律
は

そ

の
背
後

に
檜
伽

の
存
在
を
前
提
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
け
る
律

を
、

大
乗
佛
教

は
、
本
來
、

持

つ
て

い
な
か

つ
た
の
で
あ

る
。

大
乗
戒

と
呼
ば

れ
る
も

の
は
あ

つ
て
も
、

小
乗
律

に
甥
比
さ

る

べ
き

大

乗

律

は
、

本
來
、
存

在
し
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

(
二
)
 た
だ
、

大
乗
戒

の
申
に
は
、
小
乗
律

の
重
要
な
規

定
を
そ

の
ま
ま
に

踏
襲

し
て

い
る
と

こ
ろ
が
少
く
な

い
。
從

つ
て
、

こ
の
種

の
規

定
を
必
要
と
す

る
よ
う
な
教
團
が
、

大
乗

の
側

に
も
存

在
し
た

か
を
疑
わ
し

め

る

も

の
が

あ
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る
。
例
え
ば
、

小
乗
律

で
規
定
し

て
い
る
受
戒

は
、

明
か
に
檜
伽
に
入
る
た
め

の
作
法
で
あ

る
が
、

こ
の
受
戒

の
作
法
が
、

大
乗
戒

に
お
い
て
も
探
用
せ
ら
れ

て
い
る
。

こ

の
鮎
、

あ

た
か
も
小
乗

の
僧

伽
に
比
較

さ
る

べ
き
、

大
乗
教
團

の

存

在
を
想
定
せ
し
め
る
も

の
が
あ

ろ
う
。

け
れ
ど
も
、

そ

の
大
粟
戒
に
読
く
受

戒

の
作
法

の

一
一
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
る
に
、

そ
の
類
似

は
た
だ
表
面
的
、

形
式
的
な
も

の
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
實
質
的

に
は
、

二
つ
の
間
に
は
、

大
き
な
差
異
が
あ
り
、

從

つ
て
、

大
乗
戒

の
背
後

に
、
必
ず

し
も
教
團

の
存

在

を
想
定
す
る
を
要
し
な

い
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

今
、
喩
伽
師
地
論
第
四
十

(
從

つ
て
菩
薩
戒
翔
磨

文
)

に
読
く
受
戒

の
作
法

に

つ
い
て
見
る

に
、
(
イ
)
戒
を
授
け
る
戒
師

は
、
教

團
よ
り
派
遣
さ

れ

た

も

の
で
は
な
く
、

叉
、

受
戒

の
完
了
を
謹
明
す

る
鐙
師
も
、

十
方
現
佳

の
佛
菩
薩

と
せ
ら
.れ
て

い
て
、

現
前

の
教
團
を
背
影
と
し
た
も

の
で
は
な
い
。
小
乗

の
受

戒

に
お
け
る
三
師
七
謹
が
僧

伽
よ
り
派
遣

さ
れ
て
い
る

の
と
、

根
本
的
な
差
違

を
持
つ
も

の
と

い
わ
ね
ば

な
ら
な

い
。
(
ロ
)
 こ
と
に
、
大
乗
戒

で

は

自
誓
受

戒

が
許
さ
れ
て

い
る
黙
、

右
と
關
蓮

し
て
決
定
的

で
あ
る
。

戒
を
授
け
る
師
を

得
る
こ
と
が

で
き
な

い
場
合
に
は
、

佛
像

に
樹
し
て
、

た
だ

一
人

で
、
戒

に
規

定
す
る
生
活
法
を
ま
も
る
と
誓
う
だ
け

で
、
受
戒
が
正
式
に
成
立
す
る
と

い
う

自
誓
受
戒
は
、

小
乗
律

の
到

底
認
め
る
こ
と

の
で
き

ぬ
黙

で
あ
る
。

小
乗

の
受

戒

が
僧
伽

へ
の
入
團

の
際

の
誓
約
、

決
意

で
あ

る
に
封

し
て
、
大
乗
戒
に

お
い

て
は
、

た
だ
道
徳
的

徳
目
の
實
蹉
を
誓
う

に
と
ど
ま
り
、

教
團

に
入
る
と

い
う

意
味
が
全
く
な

い
た
め
に
、
自
誓
受
戒

が
可
能
と
な
る
も

の
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
(
ハ
)
 次

に
、
戒

を
受
け
る
側

の
態
度

に
つ
い
て
見

て
も
、

檜
伽

の

一
員

と
し
て
受
入

れ
ら
れ
る
時

の
誓
約
、

決
意
と
し
て
受
戒
す

る
比
丘
の
態
度
と
は

違

つ
て
、
大
乗
戒

に
お
い
て
は
、
個
人
的
な
徳

目
の
問
題

と
し
て
受
戒
が
行
わ

れ
る
。
印
ち
、

十
方

の

一
切

の
菩
薩

が
ま
も

る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
故

に
、
印
ち

菩
薩
と
し
て

の
資

格
、
素
質
を
そ
な
え
ん
と
し
て
、
戒
を
受
け
ん
と
願
う

の
で

あ
る
。

こ

の
菩
薩

と
は
、
後

に
鯛

れ
る
よ
う
に
、

本
來
、

教
團

に
入
る

こ
と
を

必
ず
し
も

必
須

の
條
件

と
す

る
も

の
で
は
な
く
、
個
人
個
人

の
獲
菩
提
心

に
主

眼
勲
が
存
す

る
。

(
ニ
)
 ま
た
、
小
乗

に
お
い
て
は
、
波
羅

夷
罪

を
犯

す

時

に

は
檜
伽
よ
り
追
放

し
、
或

は
、
戒
を
捨
し
て
僧

伽
を
去

る
こ
と
が
で
き

る
と

い

う
よ
う
に
、
僧

伽
よ
り

の
腕

退
を
認
め

て
い
る

の
に
翼
し
て
、

大
乗
戒

で
は
、

一
た
び
受
戒
す

れ
ば
、

流
韓

の
各
生
涯
を
通
じ
て
ま
で
、
永
遠

に
受
戒

の
敷

力

を
失
わ
な

い
と
し
、

い
わ
ゆ
る

一
得
永
不
失
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

一
得
永

不

失
と
は
、
戒
盛

論
と
し
て
重
要
な
題
目
を
な
す
も

の
で
あ
ろ
う

が
、
教

團
論
よ

り
み
て
も
、

注
目
す
べ
き
主

張
で
あ
る
。

一
た
び
僧

伽
に
入
れ
ば
、

如

何
な
る

悪
を
犯
し
て
も
、

比
丘
た
る

の
資
格
を
失
わ

ぬ
と

い
う

こ
と
は
、
破
僧

を
極
度

に
き
ら
う
小
乗
律

の
到
底
許

し
得
な

い
と

こ
ろ

で
あ
り
、
教

團
論
と
し
て
も
、

條
理
に
合
せ

ぬ
も

の
と

い
わ
ね
ば
な

ら
な

い
。

こ
の

一
得
永

不
失

の
主
張
に
よ

つ
て
み

て
も
、

大
乗
戒
は
特
定

の
教

團
を
豫
想
し
た
も

の
ど
す

る
ご
と
は

で
き

な

い
。

(
三
)
 も
し
大
乗
に
猫
自

の
教
團
が
組
織
さ

れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

大
乗

の

立
場
よ
り
み

て
、
そ
れ
は
當
然
、

出
家

と
在
家
と
を
倶
に
含
む
教
團

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ

こ
に
は
、

そ
の
よ
う
な
集
團
を
表
わ
す
特

定
の
名
禰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

け

れ
ど
も
、

こ
の
種

の
事
實
も

名
構
も
、

恐
ら
く
は
存
し
な
か

つ
た

で
あ

ろ
う
。

今
、

張

い

て

求

め

る

な

ら

ば
、

七
衆
、

も
し
く
は
警
薩
と

い
う
名
を
指
摘
ず

べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

七
衆
と

は
、
す

で
に
小
粟
律
に
も
読
く
と
こ
ろ
で
あ
る

(
例
え
ば
、

ビ

ナ
ヤ
ピ

タ
カ
、

大
品
雨
安
居
腱
度
)
。
佛
教
徒

の
全
膿

を
総
括

し
て
七
衆
と
呼

ぶ
時

に

は
、

そ

こ
に

一
つ
の
纒
り
を
意
識

し
て

い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
殊

に
、
七
衆

に

共
通
し
た
作
法
と
し
て
、

三
蹄
依

が
科
せ
ら
れ

て
い
る
鮎
よ
り
み
れ
ば
、

外
道

大
乗
佛
教

の
教
團

(
諸

戸
)
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大
乗
佛
教

の
教
團

(
諸

戸
)

に
饗
立
し
た
意
識
が
佛
教
徒

の
集
團

の
間

に
あ

つ
た
も

の
と

せ

ね
ば

な

ら

な

い
。
け

れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
佛
教
徒

と
し
て
の
意
識
以
上
に
、

一
個

の
全
膿

(
2
)

と
し
て
の
組
織
的
集
團
が
、
事
實

上
構
成

さ
れ
て
い
た

こ
と
を
謹

明
す

る
論
擦

は
、

七
衆
に

つ
い
て
の
小
乗

の
律

や
論

に
は
見
ら
れ
な

い
。
小
乗
で
七
衆

が
説

か
れ
る
の
も
、

そ
れ
ら

の
間

の
共
通
黙
を
読

こ
う
と
す
る
よ
り
は
、

五
入
十
具
ハ

と

い
う
よ
う
に
む
し
ろ
差

別
の
面
が
張
調
さ
れ
て

い
る
よ

う
で
あ

る
。

七
衆

に
つ
い
て

の
論
義

は
、

三
聚
浮
戒

に
い
た

つ
て
、
新
な
意
義

が
加
わ
る

も
の
と
見
る

べ
き
で
あ

つ
て
、

こ
こ
で
は

一
慮
、

七
衆
を

一
個

の
総
燈

と
し
て

取
扱
う
と
す

る
意
向

が
認

め
ら
れ
る
。

三
聚
浮
戒

と
は
、

大
爽
菩
薩

一
般

に
っ

い
て
愛
當
す

る
戒

法
を
読

こ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
主
眼
が
お
か
れ
て

い
る
が
、

そ
こ
で
は
、

明
か
に
出
家
在
家
を
合
せ
た
全
燈
が
考
慮

の
封
象

と

な

つ
て

い

る
。
從

つ
て
、
播
善

法
戒
、
饒

盆
有
情
戒

に
三
聚

の
面
目
が
存
す
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ
、

大
乗
に

お
い
て
も
、

出
家

の
意
義

を
高

く
評
償
す
る
が
爲

に
、

こ
め

総
膿

の
中

に
あ

つ
て
、

な
診
出
家
在
家

の
別
を

示
す

た
め

に
、
律
儀

戒
を
読
く
に
過
ぎ

ぬ
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
総
鐙

に
も
、

依
然

と
し
て
、
統

一
あ
る
集
團
と
し
て

の
組
織

を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な

い
。
そ

こ

に
は
精
精
、

菩
薩
行
を
修

す
る
者

と
し
て
の
通
性

が
考

え
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

た
だ

そ
れ
だ
け

で
は
、

そ
こ
に
組
織
あ

る
集

團
を
讃
み
と
る

こ
と
は

で
き
な

い

で
あ

ろ
う
。

菩
薩
と
は
、
菩
提

を
目
指
す
有
情

と
し

て
、

一
個

の
濁
立
し
た
人
間
を
指
す

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
決

し
て
教
團

の

一
員
と
な
る

こ
と
を
必
須

の
條
件

と
す
る
概
念
で
は
な

い
。
こ
の
黙
、

僧
伽

の
前
提
が
な
く
し
て
は
考
え
る
こ
と

の
で
き
な

い
比
,丘
と
、
根

本
的
に
異
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

菩
薩
に
お

い
て
問
題

と
な
る

の
は
、

た
だ
獲
菩
提
心

で
あ

つ
て
、

い
わ
ば
、

個
人
内
心

の
問
題

の
範

園
を
出
な

い
。

こ
の
菩
提
心
が

日
常

生
活

の
上
に
具
ハ燈

化
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

る
と
し
て
も
、

そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
、

個
人
の
問
題

に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
み
る
時
、

大
乗
佛
教
と
は
、

本
來
、
教
團
を
主
膿
と
す

る
運
動

で

は
な
く
、
個
人
を
軍
位
と
し
た
宣
教
運
動

で
あ

り
、
倫

理
宗
教
運
動

で
あ

つ
た

と
す

べ
き

で
あ
る
。

大
乗
に
は
、

始
め
は
猫
自

の
教
團
が
組
織

せ
ら
れ
な

か
つ
た
。
律

儀

の

一
門

は
聲
聞

に
異
ら
ず
と

い
わ
れ
る

の
は
、

こ

の
黙

を
告
白
し
た
も

の
に
外

な
ら
な

い
。
も
し
、

大
乗
に

お
い
て
も
、

比
丘
櫓
伽

の
外

に
、
掲
自

の
教
團
が
組
織

さ

れ
て
い
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
恐
ら
く
、
後
世
、

比
叡
山

の
大
乗
戒
壇

の
建
立
に

よ
つ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

比
丘
檜

伽
に
甥
立

し
、

こ
れ
を
否
定
し
よ
う

と
努

め
た
に
相
運
な

い
。
た
だ
大
乗
は
本
來
、
個
入

を
軍
位
と
し
た
運
動

で
あ

つ
た

が
爲

に
、
比
丘
と
し
て
僧

伽
に
厩
し

つ
」
、
個

人
の
生
活
態
度
に
お

い
て
は
大

乗
的

で
あ
り
得
る

の
で
あ
り
、

從

つ
て
、
僧
伽

に
封
立
す
る
こ
と
な

く
、

叉
、

檜
伽
を
貧
重
し
、

そ

の
組
織

を
自
ら

の
中

に
縫
承
す
る

こ
と
が
で
き

た
も

の
と

せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

菩
薩

の
毘
奈
耶
法

(鍮

伽
師

地
論
第

四

一
)

と
い
う
も
、

そ
れ
は
小
乗
律

と

同
じ
意
味
に
お
け
る
律

と
す

べ
き

で
は
な

い
。

又
、
摩
伽
衛
僧

伽
藍

(
高
僧

法

顯
傳
、

摩
詞
提

國

の
條
)
、
一
向
大
乗
寺

(顯
戒
論
、
大
唐
西
域
記
)

と
い
う

の

も
、

要
す
る
に
、

出
家

の
菩
薩

が
住
す
る
僧
院

の
意

で
あ

つ
て
、
小
乗

の
僧
伽

と
は
別
な
、
大

乗
猫
自

の
僧
伽

の
存
在
を
意
味
す
る
も

の
と
み
る
べ
き

で
は
な

い
。1

 

拙
稿

「
出
家

の
意
義
」

(
大
阪
市
大
文
學
會

「
人

文

研

究
」

四
之
五
)

滲
照
。

2
 

比
丘
曾

伽

の
組
織

の
問
題
、

從

つ
て
ま

た
、
統
制
方
法

の
問
題
、

分
派

の
問
題
、

或

は
普
遍
的
教
團
と
し

て
の
性
格

の
問
題

な
ど
は
重
要
な
課
題

を
な
す
か

ら
、
別
論

に
ゆ
ず
り
た

い
。
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