
宗
徒
総
決
起
大
会
か
ら
護
法
運
動
へ

近

江

幸

正

(
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
顧
問
)

教
団
自
己
改
革
へ
の
決
断

一
九
六
三
年
(
昭
和
三
十
八
)

二
月
十
八
日
、
京
都
妙
顕
寺
で
開
か
れ
て
い
た
第
十
二
臨
時
宗
会
は
、
金
子
弁
浄
(
目
威
)
師
を
宗
務
総

長
に
選
出
し
た
。

金
子
新
内
局
の
背
負
っ
た
任
務
は
、
何
と
い
っ
て
も
教
団
体
質
の
改
革
と
教
学
・
布
教
の
現
代
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
九
五
四
年
(
昭
和
二
十
九
)
、
時
の
管
長
増
田
日
遠
師
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
立
正
平
和
運
動
」
は
、
太
平
洋
戦
争
時
、
軍
国
主
義
統

制
の
も
と
、
「
法
主
国
従
」
の
宗
祖
の
教
え
に
背
い
て
戦
争
協
力
の
道
を
歩
ん
だ
仏
教
教
団
と
し
て
の
針
路
に
対
す
る
反
省
と
、
第
二
次
大

戦
の
末
期
に
つ
く
り
出
さ
れ
、
広
島
・
長
崎
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
悪
魔
の
凶
器
=
核
兵
器
を
廃
絶
し
、
核
時
代
の
人
類
を
救
お
う
と
す

る
仏
教
界
独
歩
の
運
動
と
し
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
運
動
を
担
う
べ
き
教
団
の
体
質
は
、
一
九
五
一
年

(
昭
和
二
十
六
)
増
田
内
局
の
時
、
宗
本
分
離
・
三
権
分
立
の

新
宗
制
が
実
現
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
内
実
は
旧
態
依
然
、
民
主
主
義
と
は
程
遠
い
も
の
で
、
加
え
て
戦
争
と
、
そ
の
後
の
社
会
の
激

変
に
よ
る
寺
院
の
困
窮
は
、
宗
団
の
財
政
を
実
質
的
に
財
力
あ
る
寺
院
が
賄
い
、
必
然
的
に
肉
山
に
よ
る
宗
政
の
聾
断
、
不
明
朗
化
が
批

判
さ
れ
、
宗
門
全
体
の
共
同
意
識
の
弱
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
創
価
学
会
の
跳
梁
に
対
し
、
宗
門
を
挙
げ
て
対
決
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
り
、
心
あ
る
宗
門
人
の
ひ
と
し
く
憂
慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
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本
圃
寺
・
中
山
問
題
を
直
接
契
機
と
し
て
、
な
お
も
宗
政
の
影
の
実
力
者
で
あ
っ
た
増
田
日
遠
師
が
離
宗
す
る
に
い
た
っ
た
こ
の
時
こ

そ
、
教
団
体
質
改
革
を
勇
気
を
も
っ
て
実
行
し
得
る
内
局
の
誕
生
が
、
全
宗
門
か
ら
望
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

就
任
早
々
、
徹
底
し
た
人
事
刷
新
を
行
っ
た
金
子
総
長
が
三
月
、
第
十
三
定
期
宗
会
に
お
い
て
「
宗
団
存
立
の
危
機
の
要
因
は
外
圧
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
団
体
質
内
部
に
あ
る
」
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
が
、
「
現
実
の
社
会
に
適
応
し
得
ず
、
大
衆
に
訴
え
る
迫
真
性
に
か

け
る
」
既
成
教
団
と
し
て
の
危
機
を
克
服
し
、
異
体
同
心
、
宗
祖
の
本
誓
に
大
勇
猛
心
を
も
っ
て
立
ち
上
が
る

「
宗
徒
総
決
起
」

で
あ
っ

た
。十

一
月
十
四
日
、
東
京
日
比
谷
公
会
堂
で
最
初
の
総
決
起
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
最
初
の
大
会
に
お
け
る
金
子
総
長
の
挨
拶
は
、

総
決
起
運
動
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
重
要
な
も
の
な
の
で
、
少
し
長
く
は
な
る
が
、
「
日
蓮
宗
新
聞
」
(
昭
和
三
十
八
年

十
一
月
二
十
日
号
)

か
ら
、
そ
の
全
文
を
載
録
す
る

(
「
日
蓮
宗
新
聞
」
掲
載
の
字
句
中
明
瞭
な
誤
り
や
脱
落
は
訂
正
し
た
-
筆
者
)
。

人
類
の
危
機
を
救
う
教
団
を

本
日
、
全
国
に
先
駆
け
「
日
蓮
宗
徒
総
決
起
東
京
大
会
」

を
開
催
す
る
に
当
り
、
宗
務
総
長
と
し
て
一
言
ご
あ
い
さ
つ
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
思
う
に
十
八
年
前
の
敗
戦
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
一
種
の
社
会
革
命
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
生
じ
た
国
民
の
虚
脱
状

態
は
、
思
想
・
文
化
の
多
面
に
わ
た
っ
て
多
く
の
混
乱
を
来
た
し
、
帰
趨
を
失
っ
た
戦
後
の
人
心
は
藁
を
も
掴
む
思
い
で
、
迷
信
・

邪
教
に
走
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
雨
後
の
筍
と
誓
え
ら
れ
た
新
興
宗
教
の
続
出
は
、
か
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
間
に
あ
っ
て
、
既
成
教
団
と
い
わ
れ
る
わ
が
宗
団
も
、
物
心
両
面
の
痛
手
の
他
に
、
歴
史
の
趨
勢
を
見
極
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、

と
や
か
く
右
顧
左
晒
し
て
お
り
ま
し
た
こ
と
は
、
教
家
と
し
て
、
ま
こ
と
に
漸
悦
に
堪
え
な
い
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
「
仏
法
を
学
せ
ん
法
は
必
ず
先
づ
時
を
な
ら
う
べ
し
」
と
訓
え
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
の
直
系
正
統
に
あ
る
者
が
、
い
つ
ま
で

も
こ
う
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
か
く
の
風
評
を
受
け
て
お
り
ま
し
た
宗
門
も
、
四
年
前
の

『
立
正
安
国
諭
』
献
上
七
百
年
の
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年
を
契
機
に
ど
う
や
ら
常
態
に
復
し
て
ま
い
り
ま
し
た
こ
と
は
、
お
互
い
に
ご
同
慶
と
申
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
『
安
国
諭
』

の
上
皇
は
、
知
教
者
と
し
て
の
自
覚
に
立
た
れ
た
聖
人
が
、
国
民
の
信
仰
意
識
を
正
す
べ
く
、
ま

ず
、
為
政
者
に
そ
の
姿
勢
を
改
む
べ
き
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、
ご
承
知
の
通
り
、
松
葉
ケ
谷
の
焼

打
と
な
り
、
つ
づ
い
て
伊
豆
の
ご
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
本
年
は

「
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
也
」

と

名
乗
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
、
小
松
原
法
難
第
七
百
年
の
年
に
相
当
い
た
し
ま
す
。
宗
門
が
逐
次
健
康
を
と
り
も
ど
し
つ
つ
あ
る
こ

と
も
、
ま
た
偶
然
で
な
い
思
い
が
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
は
申
し
ま
し
て
も
、
宗
門
の
現
状
は
手
放
し
で
喜
ぶ
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
布
教
・
興
学
は
も
ち
ろ
ん
、
宗
団
の
組
織
・
機

構
・
財
政
に
お
い
て
も
、
ま
だ
ま
だ
改
良
し
発
展
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
多
々
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
に
は

「
外
に
は
清
浄
の
檀
越
あ
っ
て
仏
法
久
住
せ
ん
」

と
仏
陀
も
お
説
き
に
な
っ
た
と
お
り
、
僧
俗
一
体
、
即
ち
寺
院
も
檀
信
徒

も
、
僧
侶
も
在
家
も
、
い
わ
ゆ
る

「
異
体
同
心
」
一
体
と
な
っ
て
護
法
の
誠
を
尽
く
さ
ね
ば
成
就
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
多
年
提
唱
す
る
日
蓮
宗
徒
と
し
て
の
自
覚
、
正
し
い
お
題
目
を
唱
え
る
者
が
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
本
誓
願
の
下
、
一
糸
乱

れ
ざ
る
宗
教
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
現
下
の
緊
要
事
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
今
こ
こ
に

「
宗
徒
総
決
起
大
会
」

を
あ
え
て
開
催
す

る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
実
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
点
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
熱
烈
な
る
宗
徒
意
識
の
把
握
と
絶
大
な
る

ご
協
力
を
懇
請
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
今
春
、
日
蓮
宗
議
会
の
指
名
に
よ
り
ま
し
て
宗
務
内
局
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
ま
だ
日
の
浅
い
も
の
で
は
あ
り

ま
す
が
、
宗
門
が
現
代
と
い
う
時
点
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
し
、
そ
の
進
む
べ
き
道
を
あ
や
ま
た
し
め
な
い
よ
う
、
日
夜
微
力
を

尽
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
い
か
に
し
た
ら
宗
祖
大
聖
人
の
御
本
意
に
そ
い
奉
る
か
、
い
か
に
せ
ば
宗
門
が
新
た
な
る
時
代
に
あ
っ
て
、

そ
の
存
在
の
意
義
を
全
う
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
才
な
が
ら
も
常
に
念
頭
に
あ
っ
て
離
れ
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

思
う
に
、
各
教
団
の
中
に
あ
っ
て
、
わ
が
日
蓮
教
団
が
、
唯
一
の
存
在
理
由
を
全
人
類
に
声
高
ら
か
に
主
張
し
得
る
こ
と
は
、
「
立
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正
安
国
」
の
理
念
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
立
正
安
国
」
と
は
、
単
な
る
一
片
の
標
語
で
は
な
く
、
聖
人
が
六
十
一
年
の
ご
生
涯
を
、
身

を
以
っ
て
貫
か
れ
た
法
華
経
色
読
の
理
念
で
あ
り
ま
し
て
、
「
随
分
、
世
の
中
穏
や
か
な
ら
ん
と
思
ひ
き
」
と
仰
せ
ら
れ
た
聖
人
が
知

法
思
国
の
献
身
的
行
動
で
あ
り
ま
す
。
七
百
年
の
星
霜
を
隔
て
た
と
は
い
え
、
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
否
、
世
界
に
お
い
て
、
こ

の
理
念
は
な
お
く
つ
が
え
す
こ
と
の
で
き
な
い
信
仰
的
指
向
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
信
仰
的
指
向
は
、
常
に
根
本
悪
へ
の

罪
を
怖
れ
、
自
省
と
他
批
を
同
時
に
も
ち
、
い
た
ず
ら
に
権
力
へ
の
追
随
と
妥
協
は
許
さ
ぬ
と
い
う
織
烈
な
る
法
華
精
神
を
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
曽
て
二
十
年
前
の
仏
教
者
が
、
何
れ
も
権
力
者
に
盲
従
し
、
国
家
の
前
途
を
誤
た
し
め
た
の
も
、

要
は
こ
の

「
立
正
安
国
」

と
い
う
法
華
精
神
を
根
幹
と
す
る
信
仰
的
指
向
を
失
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
わ
れ
わ

れ
は
や
や
も
す
る
と
、
経
済
伸
長
・
所
得
倍
増
等
の
声
に
眩
惑
さ
れ
、
国
家
が
、
民
族
が
こ
の
歴
史
的
時
点
に
あ
っ
て
い
か
に
ゆ
く

べ
き
か
を
忘
れ
果
て
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
世
界
平
和
」
を
叫
び
な
が
ら
も
、
そ
の
運
動
に
四
分
五
裂
の
兆
の
見
え
る

の
は
、
そ
の
証
左
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
静
か
に
反
省
し
、
宗
門
が
い
か
な
る
時
代
に
遭
遇
す
る
と
も
、
そ
の
方
途
を
誤
た
な
い
よ
う
念
願
し
っ
つ
、
組
局
以
来
、
「
世

界
立
正
平
和
運
動
」

に
は
多
大
の
関
心
を
寄
せ
て
参
り
ま
し
た
。
先
般
、
わ
が

「
平
和
運
動
本
部
」

で
実
施
い
た
し
ま
し
た

「
被
爆

者
援
護
法
請
願
」
の
東
北
折
鶴
行
脚
は
、
「
日
本
宗
平
協
」
で
行
っ
た
西
の
そ
れ
と
柏
呼
応
し
、
非
常
な
成
果
を
収
め
た
よ
う
で
あ
り

ま
す
。
(
注
)
わ
れ
わ
れ
は
、
「
再
び
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
心
か
ら
出
発
し
た
平
和
運
動
に
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

超
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
か
、
仏
陀
の
大
慈
悲
心
が
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

「
一
切
衆
生
の
同
一
の

苦
は
」

と
仰
せ
ら
れ
た
大
聖
人
の

「
代
受
苦
」

の
思
想
が
骨
と
な
っ
た
、
世
界
平
和
運
動
の
基
礎
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
宗
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
法
華
経
宗
」
で
あ
り
ま
す
。
「
平
等
大
慧
」
の
精
神
に
立
つ
法
華
経
宗
は
、
よ
ろ
し
く
世
界
の
思
想

文
化
の
正
し
さ
指
標
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
や
、
世
界
の
危
機
と
い
わ
れ
る
今
日
、
日
蓮
宗
こ
そ
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
」
と
は
じ
め
て
叫
ば
れ
て
こ
こ
に
七
百
年
、
本
日
こ
こ
に
「
宗
徒
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総
決
起
大
会
」

を
催
し
、
僧
俗
と
も
に
こ
の
自
覚
を
新
た
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
よ
り
日
蓮
宗
徒
の
自
覚
の
下

に
漸
次
体
勢
を
整
え
、
全
国
一
千
万
人
が
手
に
手
を
と
っ
て
お
題
目
の
立
正
安
国
の
楽
土
を
建
設
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

(
注
)
こ
の
年
、
第
九
回
原
水
禁
世
界
大
会
が
分
裂
し
た
が
、
世
界
立
正
平
和
運
動
本
部
は
原
爆
被
害
者
の
失
望
を
黙
視
す
る
な
、
と
茂
田
井
本

部
長
・
近
江
次
長
・
植
坂
行
雄
本
部
員
を
中
心
に
、
十
月
八
日
か
ら
十
一
月
六
日
ま
で
、
被
爆
者
の
願
い
で
あ
る
「
被
爆
者
援
護
法
制
定
」

の
国
民
世
論
を
喚
起
し
、
「
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
」
誓
い
を
忘
れ
る
な
、
と
政
府
・
自
治
体
に
要
請
す
る
青
森

-
東
京
唱
題
行
脚
を
行

っ
た
。

総
決
起
大
会
の
意
義

こ
こ
に
は
、
「
立
正
安
国
」
の
祖
意
を
現
代
に
活
か
す
「
立
正
平
和
運
動
」
の
具
体
的
・
実
践
的
展
開
に
こ
そ
、
世
界
人
類
の
危
機
を
救

-

う
日
蓮
宗
の
今
日
的
役
割
が
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
指
摘
し
、
本
誓
願
の
下
、
一
糸
乱
れ
ぬ
宗
教
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
の
で
き
る

3
 
1

宗
団
づ
く
り
の
た
め
に
、
興
学
・
布
教
の
振
興
と
と
も
に
、
組
織
・
機
構
・
財
政
の
改
革
を
行
お
う
と
す
る
目
的
意
識
が
明
瞭
に
示
さ
れ
-

て
い
た
。
こ
の
目
的
意
識
に
た
っ
た

「
異
体
同
心
」

の
宗
徒
意
識
の
高
揚
、
こ
れ
が
当
初
「
宗
徒
総
決
起
大
会
」

の
運
動
の
め
ざ
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

東
京
大
会
に
つ
づ
き
、
翌
一
九
六
四
年
(
昭
和
三
十
九
)
二
月
に
、
大
阪
で
関
西
大
会
が
、
四
月
に
福
岡
で
九
州
大
会
が
開
か
れ
、
さ
ら

に
全
国
各
主
要
都
市
で
大
会
が
開
か
れ
、
多
数
の
教
師
・
信
徒
が
参
加
し
て
、
明
朗
闊
達
な
宗
門
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
雰
囲
気
は
大
い
に

も
り
上
が
っ
た
。

し
か
し
、
既
成
教
団
に
共
通
す
る
事
大
主
義
的
体
質
は
一
朝
一
夕
に
克
服
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
金
子
総
長
の
「
立
正
安
国
」

「
世
界

平
和
実
現
の
た
め
の
実
践
」

は
、
中
央
・
地
方
の
政
財
界
有
力
者
の
力
に
た
よ
り
が
ち
な
各
地
の
大
会
運
営
の
中
で
、
「
迫
真
性
」

を
欠
く

抽
象
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。



折
し
も
、
内
閣
憲
法
調
査
会
の
答
申
案
が

「
改
憲
」

の
線
で
ま
と
め
ら
れ
る
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
日
蓮
宗
世
界
立
正
平
和
委

員
会
は
「
平
和
憲
法
擁
護
」
の
見
解
を
表
明
、
「
唱
題
行
の
湯
川
老
師
」
の
異
名
を
と
る
湯
川
日
淳
師
は
、
こ
れ
を
強
く
支
持
し
て
、
こ
う

い
う
も
の
が
各
地
の
総
決
起
大
会
で
打
ち
出
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
論
旨
を
「
日
蓮
宗
新
聞
」
紙
上
に
展
開
し
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
、

立
正
平
和
運
動
本
部
の
方
針
に
対
し
て

「
中
外
日
報
」

そ
の
他
に
よ
る

「
日
蓮
宗
は
容
共
だ
」

と
い
う
よ
う
な
中
傷
攻
撃
も
行
わ
れ
、
第

十
六
臨
時
宗
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
茂
田
井
平
和
運
動
本
部
長
と
宗
会
議
員
の
問
で
論
戦
が
展
開
さ
れ
た
り
も
し
た
。
こ
う

し
た
内
外
の
状
況
の
も
と
で
、
最
初
の
東
京
大
会
に
金
子
総
長
が
打
ち
出
し
た

「
立
正
平
和
運
動
」
重
視
の
ト
ー
ン
は
低
め
ら
れ
、
創
価

学
会
批
判
が
総
決
起
大
会
の
表
面
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
宗
団
改
革
を
、
骨
の
な
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
対
し
て
は
、
全
国
日
蓮
宗
青
年
会
の
前
身
で
あ
っ
た
日
蓮
門

下
青
年
連
絡
協
議
会
が
、
そ
の
全
国
結
集
宣
言
の
中
で
、
「
宗
団
の
改
革
は
、
宗
団
の
自
己
目
的
の
も
の
で
な
く
、
民
衆
の
た
め
の
改
革
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
早
く
か
ら
警
告
し
、
各
地
の
宗
門
人
か
ら
も
、
総
決
起
大
会
は

「
線
香
花
火
」
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
批
評
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
総
決
起
大
会
の
内
容
が
抽
象
化
し
、
な
す
べ
き
こ
と
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
へ
の
不
満
が
示
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
総
決
起
大
会
の
運
動
に
よ
り
、
伝
道
教
団
づ
く
り
の
雰
囲
気
が
大
き
く
も
り
上
が
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
宗
門
に
と
っ
て
、

や
は
り
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

教
団
体
質
の
民
主
化
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
六
二
年
(
昭
和
三
十
七
)
の
第
十
一
定
期
宗
会
に
お
い
て
、
管
長
の
象
徴
化
と

推
戴
委
員
会
に
よ
る
推
戴
制
、
宗
務
総
長
の
宗
会
選
出
制
が
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
金
子
内
局
の
も
と
で
三
権
確
立
の
方
向
が
不
動
の
も

の
と
し
て
推
進
さ
れ
た
し
、
教
学
・
布
教
の
現
代
化
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
宗
教
研
究
所
」

が
発
足
し
て
、
諸
宗
教
の
調
査
、
教
学

の
現
代
的
解
明
、
時
代
に
適
応
す
る
信
行
、
布
教
体
系
の
確
立
の
た
め
の
調
査
・
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
の
宗
門

の
方
向
づ
け
が
、
こ
こ
に
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
と
思
う
。
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僧
俗
一
体
の
教
団
づ
く
り

一
九
六
四
年
(
昭
和
三
十
九
)
十
一
月
、
池
上
本
門
寺
七
十
九
世
貫
首
伊
藤
自
走
師
が
遷
化
さ
れ
、
金
子
目
威
師
が
後
量
に
迎
え
ら
れ

て
、
片
山
日
幹
師
が
宗
務
総
長
を
継
い
だ
。
片
山
師
は
創
価
学
会
破
斥
の
布
教
活
動
の
中
で
、
既
成
化
し
た
宗
門
改
革
に
並
々
な
ら
ぬ
熱

意
を
燃
や
し
て
い
た
。
こ
の
片
山
師
が
、
走
徒
総
決
起
大
会
の
運
動
を
受
け
継
い
で
打
ち
出
し
た
の
が
、
「
護
法
運
動
」
で
あ
る
。
十
二
月

二
日
、
第
十
六
臨
時
宗
会
に
お
け
る
就
任
挨
拶
で
、
「
宗
政
の
場
を
布
教
異
学
の
中
心
と
し
た
い
」
と
決
意
を
述
べ
た
片
山
新
総
長
は
、
一

九
六
五
年
(
昭
和
四
十
)

三
月
の
第
十
七
定
期
宗
会
に
、
教
義
の
簡
素
化
・
現
代
化
、
教
師
養
成
機
関
の
整
備
改
革
と
と
も
に
、
宗
門
の
組

織
強
化
・
布
教
興
学
に
資
す
る
財
政
強
化
を
目
的
と
す
る

「
護
法
会
」
結
成
を
提
唱
し
た
。

片
山
総
長
の
提
唱
の
意
図
は

「
護
法
会
」

の
名
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
全
宗
門
「
僧
俗
」

の
力
を
一
つ
に
し
、
総
長
が
先
頭
に
立
っ
て

の
大
布
教
活
動
の
展
開
、
そ
れ
を
な
し
得
る
教
団
体
制
の
確
立
、
宗
務
当
局
の
指
導
の
も
と
に
展
開
す
る
布
教
伝
道
活
動
を
支
え
る
財
政

の
確
立
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
門
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
別
れ
、
集
ま
れ
」
式
の
改
革
に
対
し
て
は
疑
問
が
多
く
、

片
山
師
の
趣
旨
に
賛
同
し
っ
つ
も
慎
重
を
望
む
声
も
強
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
十
七
宗
会
で
、
ど
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
こ
の
運
動
を

推
進
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
調
査
、
立
案
す
る
「
護
法
会
制
度
調
査
委
員
会
」
規
定
が
つ
く
ら
れ
、
一
年
間
の
調
査
検
討
の
結
果
、
「
護
法

会
」

と
い
う
新
組
織
結
成
よ
り
、
む
し
ろ
既
存
の
宗
門
諸
組
織
を
ゆ
り
動
か
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
一
丸
と
し
た
統
一
し
た
布
教
伝
道
活

動
の
活
発
化
、
そ
の
た
め
の
宗
門
各
組
織
の
強
化
と
、
連
携
化
を
計
る

「
護
法
運
動
」

の
展
開
が
適
当
で
あ
る
と
の
答
申
が
提
出
さ
れ
る

に
い
た
っ
た
。

こ
う
し
て
、
翌
年
の
第
十
八
宗
会
に
お
い
て

「
護
法
運
動
本
部
規
程
」

と

「
護
法
基
金
規
程
」

が
制
定
さ
れ
、
宗
務
院
に

「
護
法
運
動

本
部
」

と

「
僧
俗
」

の
諸
組
織
の
代
表
お
よ
び

「
有
識
者
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

「
護
法
委
員
会
」

が
置
か
れ
、
各
宗
務
所
に
は

「
護

法
事
務
局
」

が
設
置
さ
れ
た
。
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筆
者
は
、
「
護
法
会
制
度
調
査
委
員
会
」
書
記
長
と
し
て
、
答
申
案
の
ま
と
め
作
業
に
当
た
り
、
既
成
教
団
の
自
己
改
革
運
動
の
困
難
さ

を
つ
ぶ
さ
に
味
わ
っ
た
。

と
く
に
、
生
活
の
安
定
に
と
も
な
い
、
私
有
化
の
す
す
ん
で
し
ま
っ
た
個
々
の
寺
院
を
基
盤
と
し
て
は
も
は
や
「
死
身
弘
法
」

の
布
教

伝
道
は
不
可
能
と
考
え
た
片
山
師
の
「
護
法
会
」

の
発
想
は
、
宗
務
当
局
の
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
強

い
危
機
意
識
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
宗
団
の
既
成
組
織
を
動
員
す
る
運
動
へ
変
化
し
て
ゆ
く
に
と
も
な
い
、
既
成
組
織
の

中
に
は
教
団
改
革
を
め
ざ
す
運
動
に
不
向
き
な
も
の
も
多
く
、
護
持
会
を
動
か
そ
う
に
も
檀
信
徒
協
議
会
が
民
主
的
に
組
織
さ
れ
て
い
な

い
状
態
の
も
と
で
、
片
山
総
長
の
情
熱
は
空
転
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
を
見
る
の
は
辛
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
教
団
改
革
の
必
要
を
迫
る
社
会
構
造
の
変
化
、
と
く
に
都
市
化
と
核
家
族
化
に
対
し
て
、
従
来
の
宗
門
組
織
を
基
盤
と
し
て
対

応
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
求
め
て
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
布
教
研
修
所
修
了
者
を
も
っ
て
充
て
る

「
護
法
推
進
員
」
制
度
が
空
中

分
解
し
た
第
一
の
原
因
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
調
査
委
員
会
答
申
」
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
、
宗
務
院
の

教
学
・
伝
道
等
の
実
動
的
部
門
は

「
護
法
運
動
本
部
」

に
一
本
化
す
べ
し
と
い
う
機
構
改
革
の
方
針
も
、
制
度
化
に
当
た
っ
て
、
「
護
法
運

動
本
部
」

と
従
来
の
内
局
各
部
の
併
立
と
い
う
中
途
半
端
な
も
の
と
な
る
等
、
教
団
自
己
改
革
の
理
想
は
幾
多
の
屈
折
を
経
て
、
ふ
さ
わ

し
い
姿
で
運
動
展
開
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
次
に
わ
た
る
三
力
年
計
画
の
実
施
に
よ
っ
て
、
護
法
運
動
の
目
的
と
し
た
、

一
、
教
義
の
簡
明
化
・
現
代
化
に
よ
る
信
行
体
系
確
立
と
宗
徒
の
行
学
増
進

二
、
布
教
内
容
・
方
策
・
技
術
の
現
代
化
に
よ
る
積
極
的
布
教
・
伝
道
活
動
の
展
開

三
、
正
法
を
基
点
と
す
る
社
会
的
発
言
の
活
発
化
と
社
会
問
題
解
決
へ
の
寄
与

四
、
単
位
寺
院
を
中
心
と
す
る
檀
信
徒
・
未
信
徒
の
組
織
化

五
、
宗
務
区
内
に
お
け
る
宗
徒
の
組
織
的
結
合
の
強
化
と
、
横
の
連
帯
の
強
化
に
よ
る
地
域
伝
道
の
展
開
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六
、
護
法
伝
道
を
中
心
と
し
た
全
国
レ
ベ
ル
で
の
宗
門
活
動
の
活
発
化

の
中
の
い
く
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
の
成
果
が
七
百
遠
忌
事
業
の
達
成
に
活
か

さ
れ
、
護
法
統
一
信
行
の
展
開
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

反
省
と
展
望
に
か
え
て

「
宗
徒
総
決
起
」
「
護
法
運
動
」

に
つ
づ
い
て
、
宗
門
は

「
護
法
統
一
信
行
」
「
宗
徒
総
弘
通
」

と
継
承
的
に
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
護
法
の
熱
意
に
燃
え
る
宗
門
人
と
、
敬
虔
な
檀
信
徒
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
運
動
の
継
承
の
あ
り
方
で
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
常
に
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
が
、
そ
の
場
そ
の
場
の
も
の
と
な

)
、
一
つ
の
運
動
が
、
な
ぜ
起
こ
さ
れ
、
何
を
目
的
と
し
た
か
を
ぶ
り
か
え
っ
て
、
そ
の
中
の
何
が
達
成
さ
れ
、
何
が
達
成
さ
れ
な
か
っ

た
か
、
そ
の
理
由
は
何
か
、
等
々
の
分
析
が
、
少
な
く
と
も
宗
門
的
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
在
の
宗
務
執
行
体
制
と
も
か
か
わ
る
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
に
困
難
で
あ
る
の
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
た
め
に
す
る
前

任
者
批
判
で
は
な
く
、
運
動
の
継
続
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
し
て
、
と
く
に
、
「
立
正
平
和
運
動
」
の
開
始
以
来
、
今
日
ま
で
の
宗
門
運

動
が
、
実
は
い
ず
れ
も
教
団
の
自
己
改
革
運
動
で
あ
る
以
上
、
そ
の
目
的
を
追
求
し
て
や
ま
ぬ
た
め
に
、
ぜ
ひ
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
、
今
回
の

「
現
代
宗
教
研
究
」

(
所
報
)
の
特
集
企
画
は
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
歓
迎
し
た
い
。

こ
こ
で
、
付
け
加
え
た
い
こ
と
は
、
既
成
教
団
の
自
己
改
革
運
動
は
、
そ
の
存
立
基
盤
か
ら
い
っ
て
、
「
上
か
ら
」
の
運
動
だ
け
で
は
決

し
て
成
功
し
得
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
自
覚
的
宗
徒
の

「
下
か
ら
の
」
運
動
と
組
織
に
支
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
道
が
切
り
開
か
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
最
後
に
、
『
信
行
道
場
読
本
』

第
五
章
第
三
節
の
一
文
を
引
用
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。

太
平
洋
戦
争
後
、
本
宗
は
そ
の
本
来
の
姿
を
と
り
も
ど
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
つ
づ
け
て
い
る
。
核
戦
争
の
危
機
に
対
し
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て
、
世
界
立
正
平
和
運
動
が
仏
教
教
団
の
中
で
の
た
だ
一
つ
の
教
団
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
も
、
宗
祖
の
立
正
安
国
の
精
神

を
現
代
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
の
志
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
し
、
宗
徒
総
決
起
大
会
の
展
開
か
ら
護
法
運
動
に
い
た
る
運
動
も
、

長
い
間
無
力
化
さ
せ
ら
れ
て
き
た
宗
団
に
、
本
来
の
活
発
な
弘
通
精
神
と
宗
徒
の
団
結
力
を
回
復
さ
せ
る
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
幾
多
の
心
あ
る
宗
門
人
の
愛
宗
護
法
の
姿
勢
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
以
来
の
長
い
歴
史
の
中
で
う
ば
わ
れ
た
伝
道
宗
門
の
体
質
は
短
期
間
に
よ
み
が
え
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
「
家
の

宗
教
」

と
し
て
、
仏
教
に

「
先
祖
の
供
養
」

と
い
う
、
い
わ
ば

「
死
者
の
宗
教
」

の
機
能
の
み
を
求
め
て
来
た
檀
徒
や
、
現
世
利
益

の
み
求
め
て
み
た
信
徒
が
、
妙
法
受
持
の
決
断
を
も
つ
に
い
た
る
に
は
、
長
く
忍
耐
強
い
教
化
活
動
が
必
要
で
あ
る
し
、
ひ
た
す
ら

仏
祖
の

「
お
か
げ
」

に
す
が
る
受
動
的
信
心
を
説
い
て
き
た
教
師
が
、
生
活
の
中
に
法
華
経
を
生
か
し
、
さ
ら
に
は
歴
史
を
に
な
う

地
滴
の
菩
薩
の
積
極
的
信
仰
を
鼓
吹
す
る
者
と
な
る
た
め
に
は
、
宗
団
の
歴
史
に
対
す
る
徹
底
し
た
自
己
反
省
と
、
そ
の
上
に
立
っ

た
教
学
布
教
の
理
念
体
系
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

伝
道
教
団
の
確
立
は
、
単
な
る
教
団
の
機
構
改
革
や
布
教
方
法
の
改
善
に
よ
っ
て
容
易
に
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

㈲

教
師
を
は
じ
め
と
す
る
宗
徒
一
人
ひ
と
り
の
信
仰
の
あ
り
方
、
生
活
意
識
を
改
め
る
こ
と
。

㈲

寺
院
を
そ
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
本
仏
の
勧
請
と
給
仕
供
養
の
殿
堂
、
妙
法
受
持
の
行
法
実
践
の
道
場
、
地
域
社
会
に
対
す

る
は
ば
ひ
ろ
い
弘
通
伝
道
の
拠
点
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
。

㈲

教
師
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
と
檀
信
徒
組
織
を
世
俗
的
利
害
や
単
な
る
縁
故
に
よ
る
結
合
と
し
て
で
な
く
、
信
仰
と
弘
通
の
精
神

に
よ
る
連
帯
の
場
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
。

等
の
教
団
の
基
底
に
お
け
る
根
本
的
改
革
を
基
礎
と
し
て
、
は
じ
め
て
伝
道
教
団
へ
の
脱
皮
と
改
革
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
で
あ
り
、
教
師
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
大
き
な
重
荷
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
困
難
な
課
題
の
達
成

な
し
に
は
、
伝
道
宗
門
の
確
立
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
後
代
に
ゆ
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
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に
よ
っ
て
し
か
な
し
と
げ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
課
題
を
達
成
し
て
伝
道
宗
門
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
法
華
経
と
宗

祖
の
教
え
の
正
し
さ
を
末
法
の
現
代
に
証
明
す
る
輝
か
し
い
任
務
な
の
で
あ
る
。
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