
42 

民

衆

の

宗

教

化

方

哲

源

従
来
の
ま
l
の
宗
教
で
は
、
今
日
の
や
う
に
複
雑
に
進
展
し
て
ゆ
く
所
の
一
般
民
衆
を
如
何
に
し
て
宗
教
化
す
る
か

は
買
に
困
難
で
あ
る
さ
思
ふ
。
宗
教
化
さ
は
信
者
を
つ
〈
る
こ
ご
で
は
な
い
。
そ
の
宗
教
の
精
紳
が
人
々
の
心
に
働
き
、

そ
の
智
情
意
を
事
化
し
、
異
理
、
道
義
に
合
っ
た
言
行
を
な
し
、
個
人
、
国
家
、
世
界
に
劃
し
て
、
正
善
の
貢
献
を
な

す
に
至
る
事
で
め
る
o

か
3
る
信
者
を
つ
〈
る
こ
ご
が
異
の
宗
敢
化
で
あ
る
。

我
等
は
困
難
に
遭
遇
し
た
場
合
必
中
紳
人
合
一
の
信
仰
心
か
ら
出
て
く
る
紳
智
明
断
を
以
っ
て
こ
れ
を
解
決
し
蕗
理

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
紳
備
は
質
に
墓
愛
で
あ
る
さ
共
に
、
絶
大
の
全
智
全
能
純
美
の
寅
在
で
め
る
。
而
し
て
そ
の
働
き
も
唯

人
の
罪
を
救
ふ
さ
云
ふ
の
み
で
な
く
人
聞
を
生
老
病
死
等
の
一
切
の
苦
や
不
辛
か
ら
救
っ
て
下
さ
れ
る
慈
悲
の
救
ひ
で

め
る
o

そ
し
て
救
ひ
を
受
〈
る
我
々
は
、
唯
絶
割
な
る
紳
を
信
仰
す
る
慮
即
も
断
疑
生
信
の
嘗
蕗
に
救
ひ
が
め
る
。
こ

れ
が
所
謂
紳
備
の
思
寵
で
め
る
。

紳
偽
は
致
育
者
さ
し
て
断
b
十
我
々
を
数
へ
て
く
れ
る
o

イ
ユ
ス
が
「
我
は
罪
人
を
招
か
ん
ご
し
て
来
れ
り
」
ご
云

ひ
、
「
迷
は
‘
ざ
る
九
十
九
頭
の
羊
よ
り
も
、
迷
へ
る
一
匹
の
羊
を
求
む
」
ご
云
っ
た
の
は
「
紳
の
救
ひ
の
道
」
で
あ
り
叉



「
天
の
父
の
完
全
な
る
如
〈
、
設
等
も
完
全
な
る
ぺ
し
」
ご
云
つ
亡
の
は
「
紳
の
教
育
の
道
」
で
め
る
o
救
ひ
も
敬
育
も

共
に
紳
の
恩
寵
で
あ
る
o
之
即
ら
日
蓮
上
人
の
行
事
二
道
で
め
っ
て
こ
の
行
事
二
道
の
成
就
は
、
紳
人
合
一
の
膿
讃
的

柴
党
の
姿
で
あ
る
o

人
聞
は
紳
悌
の
賞
在
日
』
完
全
を
要
請
し
、
信
仰
し
、
修
行
す
る
事
に
依
っ
て
自
己
の
人
格
を
向
上
さ
せ
、
亦
他
人
を

も
散
化
向
上
さ
せ
る
事
を
得
る
の
で
あ
る
。
基
督
臼
〈
「
永
遠
の
生
命
は
、
紳
を
信
中
る
さ
共
に
放
の
業
を
な
し
遂
げ

る
に
由
っ
て
、
我
は
地
上
に
放
の
柴
売
を
あ
ら
は
せ
り
」
。

紳
悌
は
宇
宙
高
物
を
統
一
－
主
宰
し
、
国
家
の
盛
衰
興
己
、
人
間
の
柴
枯
生
死
セ
主
宰
す
る
所
の
最
高
の
慈
悲
者
で
め

る
。
古
人
が
「
死
生
有
命
富
貴
在
天
」

Z
云
ひ
、
「
事
を
謀
る
は
人
に
あ
り
、
事
を
成
す
は
天
に
あ
り
」
ご
云
ひ
、
「
人
事

を
査
し
て
天
命
を
待
つ
」
さ
一
再
ふ
た
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
紳
や
悌
を
曾
崇
し
、
こ
の
紳
や
悌
の
宇
宙
主
宰
の
大
精

紳
を
串
ぴ
、
以
て
そ
れ
を
園
家
の
経
替
、
町
村
の
鰹
器
、
串
校
の
経
替
、
工
場
の
経
替
、
農
村
の
経
替
等
に
う
つ
し
、

こ
れ
が
成
功
の
暁
は
柴
を
紳
や
備
に
掃
し
戚
謝
し
て
自
ら
誇
ら
令
．
失
敗
す
る
も
望
み
を
失
は
守
自
己
の
無
智
不
徳
無

才
無
力
を
反
省
し
て
、
修
行
し
・
向
上
す
る
こ
ご
こ
そ
、
善
き
精
紳
で
あ
り
亦
之
じ
よ
っ
て
高
事
を
成
や
る
こ
ご
が
出
来

る
。
基
督
は
「
我
父
は
今
に
至
る
迄
働
き
玉
ふ
、
我
も
亦
働
く
な
り
」
叉
日
く
「
我
は
異
の
葡
萄
の
樹
、
我
が
父
は
農
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究
な
り
」

E
云
ひ
？
バ
ヲ
ロ
は
「
紳
ご
共
に
働
く
」
ご
云
ふ
た
や
う
に
、
か

l
る
紳
人
合
一
の
v
む
を
以
一
て
紳
や
悌
の
如

〈
振
舞
ふ
o

こ
れ
が
異
の
信
仰
、
異
の
修
行
、
異
の
儒
道
、
異
の
融
労
働
で
あ
る
。
名
血
管
の
潟
に
働
か
今
、
利
益
の
震
仁
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働
か
歩
、
紳
助
・
悌
の
心
を
皐
ぴ
、
神
や
備
の
働
き
に
倣
ひ
、
人
格
、
事
業
、
国
家
、
世
界
の
完
成
の
霧
に
働
き
、
神
悌

の
天
地
完
成
の
大
事
業
広
島
盆
興
し
て
働
〈
。
こ

3
に
日
蓮
上
人
の
所
謂
婆
婆
即
寂
光
観
の
精
神
の
理
想
が
貫
現
さ
れ
る
。

こ
の
精
紳
を
以
て
治
者
、
被
治
者
、
数
育
者
．
侍
道
者
、
信
者
、
未
信
者
？
一
替
者
、
資
本
家
、
勢
働
者
一
切
を
敢
養

す
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
初
め
て
よ
〈
民
衆
を
宗
教
化
し
得
る
事
が
出
来
る
さ
信
今
る
の
で
あ
る
。
そ
の
完
全
な
る
信
仰

さ
活
動
さ
に
よ
っ
て
闘
家
も
世
界
も
漸
次
に
こ
れ
を
宗
教
化
し
、
現
貫
一
枇
曾
を
週
刊
化
し
、
そ
し
て
こ
の
地
上
に
理
想
郷

た
る
悌
国
土
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
日
蓮
上
人
の
大
難
小
難
流
罪
死
罪
を
忍
受
せ
ら
れ
た
の
も
亦

身
延
山
九
ヶ
年
の
悲
惨
な
御
生
活
も
、
以
上
仁
述
べ
て
来
七
理
想
を
賓
現
せ
ん
が
潟
で
あ
っ
た
。
然
る
に
こ
の
大
理
想

を
承
け
能
ャ
吾
等
日
蓮
門
下
に
し
て
、
今
日
そ
の
精
紳
を
全
う
す
べ
き
人
が
果
し
て
幾
人
ゐ
る

rら
う
か
、
墓
人
世
を

去
る
こ
さ
最
早
六
百
幾
十
傍
年
、
聖
人
の
精
紳
が
文
々
句
々
に
刻
み
込
ま
れ
た
所
の
法
華
経
の
異
理
の
顕
揚
に
最
大
努

カ
を
な
す
べ
き
に
も
係
は
ら
令
徒
ら
に
法
要
葬
式
の
道
具
に
の
み
用
。
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
遺
憾
千
高
で
あ
る
o
故
に
我

々
は
こ
の
時
に
嘗
り
、
自
己
の
錦
、
岡
家
の
錦
、
枇
曾
の
震
に
日
蓮
門
下
ご
し
て
大
い
に
反
省
し
、
法
華
経
の
理
想
を

賓
現
す
べ
〈
共
同
戦
線
に
立
に
ね
ば
な
ら
ぬ
。


