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三
五

一

仏

教

と

人

権

―

「浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
部
落
差
別
」
を
中
心
と
し
て
―

栗

山

俊

之

は

じ
め
に

右
記

の
研
究
課
題

に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
部
落
差
別
と

の
関
係

の
構
図
を
考
察
し
な
が
ら
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
人
権

と
向
き
合

お
う
と
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
、
ひ
い
て
は
仏
教
諸
宗

派

の
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
仏
教
は
人
権
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
紙
幅

の
都
合

上
、
本
稿

で
は
そ
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
、
詳
細
に
つ
い
て

は
、
別
稿
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
人
権

に

つ
い
て

こ
と
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
の
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
人
権
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
人
が
、
人
で
あ
る
と

い
う

一
点
に
お
い
て
、
等
し
く
尊
ぼ
れ
る

と
い
う
あ
り
よ
う
を
、
人
間
の
具
体
的
営
み
の
中
に
実
現
さ
せ
よ
う
と

い
う
理
念

で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
す
で
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
さ
に

「不
断

の
努
力
」
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
地
平
と
し
て
あ

る

(
し
た
が

っ
て
む

ろ
ん

「不
断

の
努
力
」
に
は
、
人
権

を
損

な
う

も

の
ー

た

と
え
ぼ
差
別
ー

を
ど

の
よ
う

に
し
て
切

り
崩
し

て
い
く
か
と

い
う

こ
と
が
含

ま

れ
て
い
る
)
。

そ

し

て

そ

う

し

た
地

平

の
実

現

は
、

人
間

に
平

等

な

尊

厳

性

を
認

め
、

生

き

よ

う

と

す

る
人

び

と

が
広

範

に

(
「広
範

に
」

と

い
う

の
も
、
人
権
と

い
う
理
念
は
、
人
間

に
平
等

な
尊
厳
性

を
認
め
な

い
と
考

え
る

人
を
も
尊
重

し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
と

い
う
矛
盾

を
内

包
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
)
存

在

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

は

じ

め

て
可

能

と

な

る
。

人

権

と

は

、

人

間

の
平

等

な

尊

厳

性

を
基

盤

と

し
、

そ

れ

を

そ

こ
な

う

も

の
と

の
対

峙

を
不

可

欠

と

す

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

次

に
略

述

す

る

よ
う

に

、

仏

教

・
浄

土
真

宗

の
本

来

的

あ

り

よ

う

は
、

そ

う

し

た

人
権

を

支

え

得

る

も

の

と

し

て

あ

っ
た

は
ず

で

あ

る

。

二

、

仏

教

の
根

本

的

立

場

仏

教

は

そ

の
根

本

的

立

場

に

お

い

て
無

我

を
説

く

。
無

我

と

は
、

あ

ら

ゆ

る

も

の

(人
間

の
み
で
は
な
く
)

が

、

そ

の
個

別

的

存

在

(
11
我

)

を
超

え

た
、

不

可

思

議

な

る

は

た

ら

き

に

よ

っ
て
、

そ
れ

と

し

て
存

在
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三
五
二

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
人
と
し
て
、
私
は
私
と
し
て
、

花
は
花

と
し
て
、
あ
る
い
は
宇
宙
は
宇
宙
と
し
て
何
故
存
在
し
て
い
る

の
か
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
議
を
超
え
た
何
か
し
ら
大
い

な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
存
在
し
て

い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
れ
と
し
て
、
そ

の
存
在

を
支
え
て
い
る
尊

い
も
の
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
等
し
く

は
た
ら
き
か
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
も
の
が
、
不
可
思
議
な

る
、
大

い
な
る
は
た
ら
き

(11
そ
れ
を
仏
教
で
は
如
来
と
い
い
、
仏
と
い

い
、
真
実
な
る
も
の
と
捉
え
る
)
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
あ
る
。
か
く
し
て

仏
教
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
等
し
く
尊
ば
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
教
え
、

人
を
不
可
思
議
と
し
か
言

い
よ
う
の
な
い
生
ま
れ
に
よ
っ
て
差
別
す
る

カ
ー
ス
ト
制
と
対
峙
す
る
。

三
、
親
鸞

の
き
り
ひ
ら

い
た
宗
教
的
地
平

親
鸞

は

『大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の

「本
願
」

の
世
界

に
真
実
を
見
出
し
た
。
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
等
し
く
は
た

ら
き
か
け
て
い
る
、
す
べ
て
の
も
の
を
等
し
く
真
実
た
ら
し
め
よ
う
と

い
う
仏

の
願

い
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
て
い

る
に
相
応
し
く
生
き
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
て
い
く
、

す
べ
て
の
も

の
が
等
し
く
尊
ば
れ
る
世
界
を
具
体
的
状
況
の
な
か
で
築

き
上
げ

よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
「下
類
」
、
す
な
わ
ち
当
時
の
社
会

に
お
い
て

「
い
し

・
か
は
ら

・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
」
踏

み
つ
け
に
さ
れ

て
い
た

「れ
ふ
し

・
あ
き
人

・
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
」、
そ
こ
に
親
鸞
は

「わ
れ
ら
」
と
、
自
ら
を
置
き
、
そ
し
て
そ

の

「い
し

・
か
は
ら

・
つ

ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
が
浄
土
真
宗

の
信
に
よ
っ
て

「如
来
と

ひ
と
し
」
い
尊
厳
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
真
宗

の
信
に
立

つ
人
び
と
は
、
自

ら
の
尊
厳
性
を
自
覚
し
、
「わ
れ
ら
」
を

「
下
類
」
と
蔑
む
価
値
観
か

ら
解
放
さ
れ
、等
し
く
尊
厳
性
を
も

つ
も
の
と
し
て
連
帯
し
て
い
っ
た
。

(拙
稿

「親
鸞
―
そ
の
信
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
社
会
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
-
」

『日
本
思
想
史
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』
上
巻
所
収
参
照
)

四
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教

団
と
人
権

見
た
よ
う
に
、
本
来
の
仏
教
・浄
土
真
宗
は
、
人
権

の
基
盤
と
な
り
、

そ
れ
を
支
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
以
降
、
わ

が
国
に
人
権
思
想
が
移
入
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
仏
教
・浄
土
真
宗
は
、

す
で
に
体
制
化
を
終
え
て
い
た
諸
教
団
に
見
合
う
も
の

へ
と
変
質
し
て

い
た
。
た
と
え
ば
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
け
る
そ
の
教
え
の
変
質
過

程
、
お
よ
び
そ
の
後

の
教
団
に
お
け
る
教
学

の
あ
り
よ
う
と
人
権
と
の

か
か
わ
り
の
構
図
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
れ
ば
、
(詳
し
く
は
拙
稿
、
「「真

俗
二
諦
」
の
成
立
」
『仏
教

そ
の
文
化
と
歴
史
』
所
収

・
「『戦
時
教
学
』
-

「真
俗
二
諦
」
の
帰
結
ー
」
『戦
時
教
学
と
真
宗
』
第
二
巻
解
説
論
文

・
「「平
和

の
教
学
」
へ
向
け
て
」
『知
と
信
』
所
収
参
照
)

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ

る

(他
の
仏
教
諸
教
団
に
お
い
て
も
大
同
小
異
で
あ
っ
た
)。
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三
五
三

近
代

に
な
る
と
本
願
寺
派
教
団
は
、
新
た
に
誕
生
し
た
神
道
唯

一
主

義
に
立

つ
天
皇
制
国
家
の
も
と
で
む
か
え
た

"教
団
存
亡
の
危
機
"
の

も
と
で
、
そ
う
し
た
国
家
に
順
応
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
教
学
路

線
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
大
き
く
踏
み
出
す
新
た

な

"教
学
の
枠
組
み
"
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
教
団
の

歴
史
的

・
社
会
的
あ
り
よ
う
を
根
底

か
ら
規
定
す
る
こ
と
と
な

っ
た

「真
俗
二
諦
」
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
真
宗
理
解
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ

の
教
え
の
領
域
を

「真
諦
」
と
し
て
括
っ
て
死
後
の
往
生
浄
土
と
そ
れ

を
保
障
す
る
た
め
の
信
心
の
獲
得
の
み
に
集
約
さ
せ
て
説
き
、同
時
に
、

そ
う
し
た
真
宗
の
教
え
と
は
全
く
別

の
領
域

の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
世

に
お
け
る
支
配
秩
序
の
遵
守
を
、

「真
諦
」
と
並
立
す
る
今

一
つ
の
世

俗
の
真
実
、
す
な
わ
ち

「俗
諦
」
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て

「真
俗
二
諦
」
は
、
真
宗
を
信
じ
る
こ
と
と
、
こ
の
世
界
を
生
き
る

こ
と
と
を
全
く
切
り
離
し
て
し
ま
い
、
以
後
の
教
団
は
、
真
宗
か
ら
社

会
を
問
う
こ
と
も
な
く
、
世
俗

の
あ
り
よ
う
を
無
批
判
に
受
容
し
、
追

従
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
は
国
家
が
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
戦

争
を
遂
行
す
れ
ば
、
教
団
は

「真
俗
二
諦
」
の
名
の
下
に

「
の
ち
の
世

は
弥
陀

の
教
え
に
ま
か
せ
つ
つ
命
を
や
す
く
君
に
さ
さ
げ
よ
」
と
真
宗

者
を
教
導
し
な
が
ら
、
全
力
で
戦
時
奉
公
に
遭
進
し
た
。
ま
た
、
敗
戦

後
、
平
和
主
義

・
民
主
主
義
が
国
是
と
な
れ
ぼ
、
突
如
と
し
て
真
宗
は

「真

の
平
等
主
義
、
而
も
宗
教
的
信
念
に
裏
付
け
ら
れ
た
る
民
主
主
義

的
思
想
」
と
な
っ
た
。
戦
時
に
は

「戦
時
教
学
」
を
生
み
出
し
て
ま
で

も
戦
争
遂
行
に
全
面
協
力
し
、
「平
和
」
と
な

れ
ば

「平
和
」
を
説
く
。

真
に
真
宗
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
こ
う
し
た
状
況
追
随
に
終

始
す
る
教
団
で
あ
れ
ば
、
差
別
を
事
と
す
る
世

の
中
に
お
い
て
、
差
別

を
問

い
得
ず
、
自
ら
そ
れ
を
内
在
化
さ
せ
て

い
っ
た
の
も
、
あ
る
意
味

で
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
様
に
、
差
別
が
問
題
に
さ
れ
、
人
権

が
重
視
さ
れ
る
世
の
中
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
帳
尻
を
合
わ
せ
る
よ
う
に

し
て
差
別
を
、
人
権
を
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ

り
に

だ
と
す
れ
ぼ
教
団
は
、
何
を
問
題
に
し
、
清
算
し
、
如
何
な
る
立
場

を
回
復
し
、
差
別
、
あ
る
い
は
人
権
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合

っ
て
い
か

ね
ぼ
な
ら
な
い
か
。

紙
幅
が
尽
き
た
よ
う
で
あ
る
。
別
稿
に
お

い
て
、
昨
今
の
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
部
落
差
別
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
見

て
い
き
た
い
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
浄
土
真
宗
、
親
鸞
、
部
落
差
別
、
人

権

(筑
紫
女
学
園
短
期
大
学
講
師
)
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