
仏

教

教

団

の

諸

問

題

―
―
宗
学
と
教
団
の
現
状
と
を
ど
う
調
整
す
る
か
―
―

山

は

じ

め

に

先
に
、
『
中
外
日
報
』
の
紙
上
を
借
り
て
、　
関
口
真
大
博
士
の

「
五
時
八
教
は
天
台
教
学
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
問
題
提
起
に
応
じ
て
、

宗
学
と
教
団
と
の
関
係
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
か
な
ら
ず
自
宗
批
判
に
ま
で
至
る
こ
と
を
約
し
た
。
そ
れ
が
今
回
の
日
本

仏
教
学
会
学
術
大
会
の
発
表
と
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

想
う
に
、
他
宗
を
藉
り
て
、
そ
の
宗
学
と
教
団
と
の
関
係
を
客
観
的
に
あ
げ

つ
ろ
う
こ
と
は
、
や
さ
し
い
。
み
づ
か
ら
は
、
す
こ
し
も

傷
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
宗
の
批
判
と
も
な
れ
ば
、
や
は
り
手
き
び
し
い
反
論
を
直
接
受
け
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

が
、
堕
性
に
流
れ
が
ち
な
既
成
教
団
が
再
生
の
活
路
を
見
出
す
に
は
、
冷
厳
な
現
状
認
識
と
、
透
徹
し
た
将
来

へ
の
観
望
が
、
ぜ
ひ
と

も
必
要
で
あ
る
。

二
八
一

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）

内
駒

沢舜
大

き雄



仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
二

そ
こ
で
以
下
、
曹
洞
教
団
の
現
状
と
、
そ
の
真
髄
を
な
す
伝
統
宗
学
と
の
関
係
を
、
か
な
リ
ラ
デ
カ
ル
に
追
及
し
て
み
た
い
。
大
方

の

関
心
と
、
ご
指
教
を
う
れ
ば
倖

い
で
あ
る
。

一　

曹
洞
教
団
の
現
状
把
握
に
つ
い
て

周
知
の
ご
と
く
曹
洞
宗
は
、
高
祖
道
元
禅
師
の
正
伝
の
仏
法
を
堅
持
し
、
只
管
打
坐
に
徹
す
る
宗
風
を
行
じ
て
近
世
に
至
っ
た
。
そ
こ

ま
で
は
問
題
は
な
い
。
出
家
教
団
と
し
て
の
構
格
と
実
践
が
、
保
た
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

全
然
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
四
祖
に
当
る
太
祖
螢
山
禅
師
に
至
る
と
、
永
平
寺
中
心
の
僧
団
的
性
格
に
替

っ
て
、
在
家
化
導

を
目
指
す
教
化
教
団

へ
と
、
総
持
寺
を
中
心
に
脱
皮
発
展
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
や
が
で
は
峨
山
派
を
主
流
に
全
国
的
展
開
を
見
、
今
日

の
大
を
な
す
基
盤
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
宗
源
を
な
す
正
伝
の
仏
法
に
か
わ
り
な
く
と
も
、
教
団
運
営
の
面
で
は
、
あ
き
ら
か
な
性

格
転
換
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
太
祖
の
宗
風
に
は
、
若
干
の
密
教
的
傾
向
が
あ
る
と
、
歴
史
家
は
指
摘
す
る
。

と
は
い
え
、
本
質
的
変
客
は
、
な
に
ひ
と
つ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
螢
祖
は
時
代
に
応
じ
て
教
線
を
拡
大
し
た
ま
で
で
あ
る
し
、
密
教
化

と
い
っ
て
も
内
容
的
に
は
、
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。
巨
視
的
に
み
る
か
ぎ
り
、
曹
洞
宗
は
、
両
祖
の
宗
風
を
堅
持
し
て
近
世
に
至

っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

な
る
ほ
ど
現
今
の
有
力
な
洞
門
寺
院
に
は
、　
密
教
的
な
加
持
祈
薦
を
お
こ
な
う
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
道
了
大
薩
埋
を
ま
つ
る
最
乗

寺
、
豊
川
稲
荷
の
妙
厳
寺
、
秋
葉
権
現
の
可
睡
斎
等
を
は
じ
め
、
善
宝
寺
、
加
葉
山
な
ど
、
挙
例
に
い
と
ま
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
祈
蒔
寺
院
に
お
い
て
は
、
曹
洞
宗
の
本
尊
が
厳
と
し
て
中
心
に
存
し
て
、
道
了
尊
も
叶
裸
尼
真
天
も
所
詮
、
山
門

護
持
の
守
護
神
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
守
護
神

へ
の
現
世
利
益
的
祈
薦
が
は
な
ば
な
し
く
行
わ
れ
る
反
面
、
祈
蒔
寺
院
と
い
わ
れ
る
諸
寺



は
、
逆
に
専
門
僧
堂
を
有
し
て
打
坐
に
つ
と
め
、
き
び
し
い
修
行
道
場
の
面
を
失
わ
な
か

っ
た
。
き
わ
め
て
柔
軟
な
教
化
態
勢
を
と
り
な

が
ら
も
、
そ
こ
に
は
宗
門
の
行
持
が
た
も
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

よ
く
曹
洞
宗
は
、
密
教
化
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
発
展
し
た
と
歴
史
家
は
い
う
が
、
現
実
の
曹
洞
宗
に
は
、
改
ま

っ
て
密
教
と
い
え
る
ほ

ど
の
も
の
は
な
い
。
や
は
り
参
禅
学
道
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
曹
洞
宗
の
宗
義
と
密
教
と
の
間
に
、
と
う
ぜ
ん
宗
学
論
争

が
起
き
て
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

一
度
も
顕
在
化
し
て
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
密
教
の
浸
透

化
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
を
も
の
語

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（詳
し
く
は

『
日
本
宗
教
の
現
世
利
益
』
禅
宗
系
と
現
世
利
益
―
拙
稿
参
照
）

以
上
、
よ
く
い
わ
れ
る
外
部
か
ら
の
皮
相
的
誤
解
を
と
い
た
の
で
あ
る
が
、
内
部
的
に
も
全
然
変
客
が
な
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
。
例

せ
ば
、
日
常
行
持
の
規
範
と
な
る
べ
き

『
清
規
』
等
の
変
遷
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

っ
た
ら
よ
い
の
か
。
『
永
平
清
規
』
に
対
す
る

『
螢

山
清
規
』
等
、
そ
の
他
か
な
り
の
数
の
清
規
類
が
作
ら
れ
て
き
て
い
る
。
高
祖
の
宗
風
は
、
か
な
ら
ず
し
も
日
常
の
規
矩
に
厳
密
に
は
具

現
し
て
は
な
い
と
も
言
い
得
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
で
も
巨
視
的
に
み
れ
ば
宗
門
内
部
の
些
細
な
変
化
に
す
ぎ
ず
、　
一
般
に
は
ほ
と
ん

ど
気
づ
か
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
宗
門
の
根
幹
を
な
す
出
家
主
義
的
な
生
活
形
態
が
、
師
資
の
相
承
を
と
お
し
て
、
ま
が
り
な
り
に
も
維
持
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
僧
侶
の
生
活
形
態
が
伝
統
的
な
も
の
を
堅
持
し
、
修
行
の
体
系
さ
え
崩
れ
な
け
れ
ば
、
清
規
の
細
部
の
ち
が
い
な
ど

一
般
に
は
問
題
で
な
く
、
そ
の
客
観
的
評
価
を
お
お
き
く
か
え
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
こ
と
に
、
僧
侶
と
し
て
の
修
行
さ
え
真
面
目
に
厳
守
さ
れ
て
お
れ
ば
、
世
の
教
団
に
対
す
る
態
度
は
寛
大
で
あ
り
、
微
細
な
宗
風
の

相
違
な
ど
、
教
団
の
現
実
上
の
存
続
に
影
響
す
る
こ
と
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
問
題
な
の
は
、
む
し
ろ
修
行
上
の
怠
慢
と
、
そ
れ
に
伴

う
生
活
上
の
堕
落
で
、
顕
在
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
き
び
し
い
批
評
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
は
る
か
に
致
命
的
な
打
撃
を
教
団
生
命
に

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一八
三



仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
四

あ
た
え
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

も
し
曹
洞
教
団
の
大
宗
門
と
し
て
の
発
展
を
、
皮
肉
に
う
け
と
る
な
ら
、
高
祖
道
元
禅
師
の
真
精
神
は

一
宗

一
派
に
偏
す
る
こ
と
を
極

端
に
排
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
正
伝
の
仏
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
宗
祖
の
真
意
に
惇
る
こ
と
こ
れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
と
評
さ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
螢
山
禅
師
以
後
の
教
化
教
団
と
し
て
の
全
国
的
な
展
開
は
、
道
元
禅
師
の
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
し
、
い
わ
ん
や
近
世
に
お
け
る
幕
藩
体
制
下
の
本
末
あ
る
い
は
寺
檀
関
係
の
複
雑
な
抗
争
な
ど
、
夢
想
だ
も
し
な
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
螢
祖
以
後
の
教
化
教
団
と
し
て
の
発
展
は
、
時
勢
に
順
応
し
た
と
う
ぜ
ん
の
推
移
で
あ
り
、
安
易
に
肯
定
す
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
教
線
の
拡
大
に
積
極
的
で
あ
る
反
面
、
修
行
の
規
矩
も
お
お
む
ね
厳
し
く
守
ら
れ
て
、
多
く
の
人
材
を
打
出
し
て
い
る
。
曹
洞
土
民

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
地
方
の
豪
族
な
ど
を
背
景
に
民
衆
の
な
か
に
浸
透
し
て
い
っ
た
地
味
な
教
団
と
し
て
は
、
か
の
臨
済
宗
の
よ
う
に

中
央
と
の
は
な
や
か
な
政
治
的
係
り
合
い
も
す
く
な
く
、
そ
の
点
、
比
較
的
素
朴
に
宗
風
の
維
持
が
可
能
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
近
世
ま
で
は
、
こ
の
宗
門
は
、
曹
洞
土
民
と
い
わ
れ
る
に
は
教
団
の
運
営
が
巧
み
で
あ
り
、
か
つ
時
代
の
進
運
も
よ
く
見
き

わ
め
て
適
切
な
方
途
を
講
じ
て
き
た
。

近
代
を
迎
え
る
時
点
で
、　
日
本
仏
教
の
中
で

一
、　
二
を
あ
ら
そ
う
教
勢
を

保
持
し
て
い
た
こ
と

は
、
そ
の
証
左
と
も
い
う
べ
く
、
ま
た
内
面
的
に
も
か
な
り
き
び
し
い
参
禅
弁
道
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
如
く
で
あ
る
。

概
観
す
る
に
曹
洞
宗
は
、
そ
の
宗
乗
と
教
団
の
在
り
方
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
背
離
す
る
こ
と
な
く
近
代
に
至

っ
た
と
い
う
、
か
な
り
め
ぐ

ま
れ
た
宗
門
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
い
つ
に
両
祖
の
偉
大
さ
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
後
継
者
に
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人

材
を
擁
し
た
こ
と
に
由
る
。
そ
の
こ
と
が
、
真
摯
な
修
行
者
を
生
み
出
し
、
宗
開
発
展
の
原
動
力
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
厳
密
に
い
え
ば
、
徳
川
期
に
お
け
る
天
桂
下
と
面
山
下
で
は
、
か
な
り
激
し
い
正
統
か
異
端
か
の
宗
学
論
争
が
あ
り
、
面
授



嗣
法
と
い
う
宗
乗
の
根
幹
を
め
ぐ

っ
て
の
対
決
な
る
が
ゆ
え
に
、
宗
門
の
存
立
を
ゆ
る
が
す
大
問
題
と
も
み
ら
れ
よ
う
が
、
所
詮
幕
藩
体

制
下
の
宗
学
論
争
と
い
う
制
限
さ
れ
た
ワ
ク
内
で
の
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
教
団
史
側
か
ら
み
て
の
存
在
危
機
と
い
う
も
の
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
詳
し
く
い
え
ば
き
り
が
な
い
が
、
近
世
ま
で
の
曹
洞
教
団
の
発
展
は
、
両
社
の
宗
風
の
維
持
伸
長
と
す
な
お
に
こ
れ
を
認
め

て
、
近
代
以
後
に
お
け
る
宗
学
と
教
団
と
の
緊
張
関
係
を
論
じ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
近
世
に
は
み
ら
れ
な
い
、
文
字
ど
う
り
教
団
存
立

を
お
び
や
か
す
重
大
な
危
機
が
両
者
の
間
に
発
生
し
、
現
在
そ
の
解
決
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
考
察
が
こ
こ
に
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。二

　
近
代
以
後

に
お
け
る
教
団
と
の
宗
学
と
の
乖
離

近
世
末
ま
で
は
、
如
上
の
、
ご
く
お
お
ま
か
な
理
解
で
済
む
よ
う
な
曹
洞
宗
で
あ

っ
た
が
、
明
治
以
降
に
な
る
と
、
か
な
り
き
び
し
い

体
質
転
換
を
、
こ
の
宗
門
は
し
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

表
面
上
は
、
明
治
十
年
代
に
制
定
さ
れ
た

『
修
証
義
』
が
、
そ
の
基
点
と
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
大
内
青
替
居
士
の
構
想
に
な
る
と

か
、
い
や
宗
門
自
体
が
自
主
的
に
作

っ
た
と
か
論
議
は
や
か
ま
し
い
が
、
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
本
文
そ
の
も
の
は
道
元
禅
師
の

正
法
眼
蔵
か
ら
採

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
に
し
て
も
、
構
成
に
浄
土
教
的
ム
ー
ド
が
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
、
大
幅
な
民
衆
教
化
教
団
へ
の
苦
心
の
脱
皮
と
そ
れ
は
見
ら
れ
よ
う
。　
す
で
に
徳
川
末
期
に
、
理
ホ
門
正
宗
訓
』
な
ど
類
似
の

も
の
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
純
粋
に
民
衆
教
化
教
団
と
し
て
近
代
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
苛
酷
な
転
換
を
し
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に

『
修
証
義
』
に
は
、
信
や
戒
の
高
調
は
あ

っ
て
も
、
肝
心
の
坐
禅
は
背
後
に
か
く
れ
て
、
表

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
五



仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
六

面
に
出
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
最
初
、
在
家
化
導
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
弁
解
も
い
ち
お
う
納
得
性
は
あ
ろ
う

が
、
か
く
ま
で
し
て
近
代
化
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
教
団
の
苦
衷
を
察
す
べ
き
で
あ
り
、
い
ち
が
い
に
第

一
義
諦
か
ら
高
踏

的
に
批
難
し
て
す
む
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

教
団
と
は
、
す
ば
や
く
時
代
の
潮
流
の
方
向
を
見
定
め
、
た
く
み
に
こ
れ
に
乗
ら
な
い
と
生
き
て
ゆ
け
な
い
存
在
で
あ
る
。
宗
門
制
定

の
宗
義
安
心
の
書
に
坐
禅
が
ぬ
け
て
い
る
、
と
い
う
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
敢
え
て
し
て
ま
で
、
教
団
は
時
代

へ
の
対
応
を
は
か

っ

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、

宗
学
に
対
す
る
教
団
の
優
位
化
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
『
修
証
義
』
に
関
す
る
眼
蔵
家
と
い
わ
れ
る

宗
学
者
の
正
統
的
な
批
判
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
既
成
教
団
と
し
て
数
百
年
を
経
過
す
れ
ば
、
お
の
づ
と
教
団
存
続
の
考
え
方
が
中
心

と
な

っ
て
く
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
無
意
識
の
う
ち
に
教
団
優
位
の
発
想
法
と
は
な

っ
て
、
逆
に
宗
門
の
根
幹
を
な
す
宗
学
を
限
定
す
る

よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
反
面
か
ら
見
れ
ば
、
宗
祖
に
向

っ
て
自
己
完
結
し
て
ゆ
く
宗
学
の
性
格
か
ら
し
て
、
時
代

へ
の
反
応
も
に
ぶ
く
、

マ
ン
ネ
リ
化
を
宿
命
と
し
て
背
負

っ
て
い
る
以
上
、
よ
く
数
百
年
に
お
よ
ぶ
歳
月
の
風
化
作
用
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
の
は
、
け
だ
し
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。

こ
と
に
永
い
歴
史
を
有
す
る
既
成
教
団
の
ば
あ
い
、
教
団
が
宗
学
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
先
行
し
、
時
代
に
適
応
す
る
こ
と
が
多
い
。
本

来
な
ら
、
宗
祖
の
思
想
信
仰
が
高
揚
さ
れ
て
教
団
の
在
り
方
が
規
定
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
の
に
、
世
俗
的
存
在
で
も

あ
る
教
団
が
、
宗
学
に
対
し
て
優
位
を
保

つ
こ
と
は
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
宗
学
の
側
に
信
仰
あ
る
い
は
思
想
上

の
顕
著
な
発
現
が
な
け
れ
ば
、
教
団
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
。
徳
川
末
期
に
そ
の
よ
う
な
活
力
が
宗
学
に
の
こ
さ
れ

て
い
よ
う
は
ず
は
な
く
、
つ
ま
り
は
教
団
の
時
代
適
応

へ
の
要
請
が
、
『
修
証
義
』
を
出
現
せ
し
め
た
と
も
言
い
得
る
。



そ
れ
に
し
て
も

『
修
証
義
』
に
は
、
坐
禅
の
表
現
は
お
も
で
に
な
く
と
も
、
高
祖
の
思
想
信
仰
は
そ
の
本
文
を
と
お
し
て
充
分
う
か
が

え
る
の
で
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ば
議
論
は
あ
ろ
う
が
、
「正
伝
の
仏
法
」
の
範
囲
を
い
ち
じ
る
し
く
は
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
、

曹
洞
宗
は
現
在
で
も
、
表
面
上
は
宗
学
と
教
団
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
乖
離
し
て
な
い
宗
門
と

一
般
に
は
思
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
の

通
り
で
明
治
以
後
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
、
正
信
論
争
等
が
あ

っ
た
と
い
う
も
の
の
、
宗
学
と
教
団
と
の
間
に
さ
し
た
る
破
綻
を
見
せ
て

は
い
な
い
よ
う
見
え
る
。

が
、
実
際
は
か
ら
な
ず
し
も
、　
そ
う
で
は
な
い
。
『
修
証
義
』
に
よ

っ
て
、　
い
か
に
在
家
化
導
の
平
易
化
を
は
か

っ
た
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
宗
侶
自
身
ま
で
が
在
家
在
俗
化
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
宗
侶
に
は
、
そ
れ
ま
で
ど
う
り
の
出
家

出
義
的
規
制
が
、
宗
規
と
し
て
厳
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
曹
洞
宗
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
明
治
初
年
以
来
、
各

宗
が
妻
帯
在
俗
に
踏
み
切

っ
た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
聖
道
門
に
立
つ
日
本
仏
教
諸
教
団
の
重
大
な
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
洞
門
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
宗
侶
の
妻
帯
在
俗
の
生
活
を
、
な
ん
ら
宗
義
上
か
ら
カ
バ
ー
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
宗
学
者
の
最
大
の
怠
慢
と
非
難
さ
れ
よ
う
が
、
も
と
も
と
出
家
主
義
の
極
地
を
ゆ
く
道
元
禅
師
の
宗
風
か
ら
、
妻
帯
在
俗
を
背
定

し
、　
そ
の
結
果
生
れ
る
肉
系
相
続
の
正
当
化
を
許
す
よ
う
な
論
理
を
導
出
し
て
く
る
こ
と
は
、　
ま

っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。　
そ
れ
こ
そ

「
な
が
え
を
北
に
し
て
越
に
向
う
」
愚
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

よ
く
道
元
禅
師
は
、
そ
の
前
半
の
興
聖
寺
時
代
は
、
道
俗
と
も
に
化
し
た
が
、
入
越
以
後
は
出
家
中
心

へ
と
傾
い
た
、
と
い
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
様
子
も
み
う
け
ら
れ
る
が
、
僧
俗

一
貫
は
大
乗
仏
教
の
理
想
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
道
俗

一
体
の
教
化
こ
そ

禅
師
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
そ
の
教
え
を
在
家
対
象

へ
と
展
開
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
螢

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
七



仏
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（山
内
舜
雄
）　
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八
八

山
禅
師
以
後
の
曹
洞
教
団
の
民
衆
化
を
、
宗
義
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
な
る
が
ゆ
え
に
螢
祖
以
降
の
発
展
が
あ

っ
た
と
言
い
得
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
教
化
者
と
し
て
の
宗
侶
の
生
活
態
度
ま
で
在
俗
化
し
て
よ
い
と
い
う
意
味
は
微
塵
も
な
い
こ
と
は
、
七
百
年

に
お
よ
び
出
家
教
団
と
し
て
の
存
続
が
、
こ
れ
を
証
し
て
余
り
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が
明
治
以
降
、
上
述
の
ご
と
く
実
質
的
に

は
在
家
教
団

へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
宗
学
と
教
団
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

考
察
の
核
心
に
、
つ
ぎ
に
触
れ
て
ゆ
き
た
い
。

一二

乖

離

の

実

態

そ
の
結
果
は
、
宗
学
と
教
団
と
の
あ
い
だ
に
、
お
お
き
な
乗
離
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
た
ん
に

強
調
す
る
な
ら
、
今
ま
で
繰
り
か
え
し
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
な
に
も
声
を
大
に
し
て
い
う
必
要
も
な
い
。
私
は
、
き
さ
や

か
な
が
ら
具
体
的
な
自
分
の
解
答
を
、
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
方
の
批
判
を
得
た
く
、
あ
え
て
卑
見
を
の
べ
る
次
第
で
あ
る
。

ま
ず
乖
離
の
現
状
を
み
る
と
、
教
団
の
在
家
在
俗
化
が
宗
学
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
宗
学
は
、
両
者
の

調
和
を
諦
め
て
、
か
え
っ
て
高
踏
化
さ
れ
、
観
念
化
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
団
の
現
状
と
の
調
整
が
、
な
ん
と

か
可
能
な
あ
い
だ
は
結
び
つ
け
よ
う
と
努
力
も
す
る
が
、
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
す
ぎ
る
と
、
し
い
て
現
実
に
眼
を
つ
ぶ
り
過
去
の
よ
き
時

代
に
の
み
没
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
中
世
を
対
象
と
し
た
宗
学
研
究
は
、
数
多
く
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る
が
、
教
団
の
現
実
に
ひ
び
い
て

く
る
近
世
や
近
代
は
、
と
か
く
敬
遠
す
る
。
自
分
が
、
だ
ん
だ
ん
苦
し
く
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
面
授
嗣
法
を
生
命
と
す
る
曹
洞
教
団
は
、
す
で
に
世
襲
も
三
代
を
経
、
肉
系
相
続
の
完
成
期
に
あ
る
。
法
系
相
続
は
昭
和
前
期



に
お
い
て
早
く
も
宗
門
か
ら
姿
を
消
し
、
現
今
で
は
九
〇
％
以
上
が
、
肉
系
相
続
者
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
る
在
家
教
団
と
な
っ
て
い
る
。

と
で
も
現
状
を
既
住
に
か
え
し
て
出
家
教
団
堡
戻
す
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
ま
た
そ
の
意
味
も
な
い
と
思

が
、
そ
の
結
果
は
、
宗
学
を
ま
す
ま
す
観
念
化
し
哲
学
化
し
て
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
。
分
り
や
す
い
一
例

を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
昭
和
初
期
、
和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
日
本
精
神
史
上
の

「沙
門
道
元
」
は
、
西
田
哲
学

流
行
の
波
に
乗
り
、
秋
山
範
二
の

『
道
元
の
研
究
』
、
日
辺
元
の

『
正
法
眼
蔵
哲
学
私
観
』
。
そ
し
て
橋
田
邦
彦
の
『
正
法
眼
蔵
釈
意
』
と
、

は
な
ば
な
し
く
思
想
界
で
も
て
は
や
さ
れ
た
。
こ
れ
に
追
随
す
る
か
の
如
く
、
宗
内
か
ら
は
上
記
の
影
響
を
う
け
た
宗
学
研
究
の
論
文
が

数
多
く
生
産
さ
れ
、　
一
見
宗
学
盛
行
の
観
を
呈
し
た
こ
と
は
い
ま
だ
記
憶
に
あ
た
ら
し
い
。
が
、
そ
の
こ
と
と
肉
系
相
続
の
完
成
期
を
迎

え
ん
と
し
て
い
た
昭
和
初
期
の
教
団
の
現
状
と
は
、
い
っ
た
い
何
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
侶
と
し
て
は
想
い
半
ば
に
過
ぐ
る
も

の
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
宗
学
は
教
団
の
現
状
と
か
け
は
な
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
は
、
ど
う
か
。
あ
い
か
わ
ら
ず
、
そ
の
影

響
を
逃
れ
ら
れ
な
い
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
し
い
社
会
科
学
の
洗
礼
を
う
け
た
戦
後
の
人
々
が
、
い
つ
ま
で
も
こ

の
ま
ま
で
は
過
せ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
ず
れ
そ
れ
は
よ
り
顕
在
化
し
て
き
よ
う
が
、
私
は
む
し
ろ
こ
の
方
面
に
多
く
の
期
待
を
か

け
た
い
。
戦
後
の
宗
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
次
の
宗
学
大
会
で
、
統

一
テ
ー
マ
と
し
て
提
出
さ
れ
、
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
も
開
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
再
び
触
れ
な
い
。
詳
論
は
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
り
、
紙
数
も
つ
き
て
き
た
の
で
、
そ
の
後
の
私
の
考

え
の
進
展
と
、
解
決
方
法
の
一
部
を
提
示
し
、
大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）

二
八
九



仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
）

二
九
〇

四

あ

ら

た

な

提

案

ま
ず
結
論
か
ら
い
う
と
私
は
、
宗
学
を
純
正
に
思
想
的
に
と
り
扱
い
、
し
た
が

っ
て
教
団
の
現
状
は
、
宗
学
に
よ
っ
て
ス
ジ
の
と
お
っ

た
修
正
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
見
解
を
な
が
い
こ
と
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
。
現
実
を
背
定
す
る
立
場
は

唾
棄
す
べ
き
も
の
信
じ
て
，き
た
。　
が
、
教
団
の
実
際
に
あ
る
程
度
タ
ッ
チ
し
て
、　
教
団
の
な
ん
た
る
か
が
把
握
さ
れ
て
く
る
と
、　
反
対

に
、
宗
学
は
そ
の
時
代
々
々
の
教
団
の
現
実
に
よ
っ
て
逆
に
限
定
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
て
き
た
。
い
ま
、
そ
の
論
理
的
脈

絡
を
た
ど
っ
て
い
る
ひ
ま
は
な
い
が
、
近
頃
と
み
に
教
団
中
心
主
義

へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
自
己
を
発
見
し
て
お
ど
ろ
く
こ
と
が
あ
る
。
自

己
の
精
神
か
ら
純
粋
な
も
の
が
欠
落
し
て
い
っ
た
の
か
、
生
き
て
い
る
教
団
の
実
態
を
把
え
ら
れ
る
ほ
ど
大
人
に
な
っ
た
の
か
、
私
は
分

ら
な
い
。
と
も
あ
れ
こ
と
し
ば
ら
く
は
教
団
に
ウ
エ
イ
ト
を
か
け
て
両
者
の
関
係
を
追
及
し
て
い
っ
て
み
た
い
。

そ
れ
に
、
宗
学
と
教
団
と
の
あ
い
だ
に
、
以
上
の
よ
う
な
乖
離
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
も
思

え
て
き
た
。
い
ず
れ
の
時
代
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
近
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
江
戸
期

は
い
ま
だ
宗
学
と
教
団
と
の
乖
離
が
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
と
い
う
も
の
の
、
当
時
の
宗
侶
が
現
実
の
教
団
に
高
祖
の
理
想
が
実
現
さ
れ

て
い
る
と
思

っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。

幕
藩
体
制
下
で
、
寺
領
ま
で
あ
た
え
ら
れ
、
宗
旨
人
別
帳
を
擁
し
て
、
幕
府
の
出
先
機
関
の
ご
と
き
役
目
さ
え
し
て
い
た
寺
院
の
現
状

に
、
決
し
て
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
が
、
こ
れ
ら
を
拒
否
す
る
こ
と
は
教
団
の
社
会
的
存
在
条
件
を
欠
く
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
こ
と
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
や
は
り
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
江
戸
期
の
宗
学
は
形
成
さ
れ
、
高
祖
道
の
実
現

も
そ
の
範
囲
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。　
一
種
の
宗
学
の
限
定
が
な
さ
れ
て
い
た
の
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。



明
治
期
に
入
る
と
日
本
の
近
代
化
と
と
も
に
、
理
由
は
ど
う
あ
れ
聖
道
門
各
宗
も
在
俗
化
の
道
を
す
す
み
、
曹
洞
教
団
も
例
外
で
な
く

そ
の
結
果
で
あ
る
世
襲
化
を
完
成
し
て
今
日
に
到

っ
て
い
る
。
問
題
は
多
々
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
歩
み
は
、
私
は
背
定
さ
る
べ
き
で
あ

る
と
思
う
。
い
ま
、
こ
れ
を
詳
述
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
こ
の
与
え
ら
れ
た
条
件
下
で
、
宗
学
と
教
団
と
の
乖
離
を
解
決
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
現
実
的
解
答
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
肉
系
相
続
化
し
た
世
襲
教
団
の
中
で
、
き
び
し
い
出
家
主
義
的
高
祖
道
が
、
ど
こ
ま
で
生
か
し
得
る
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
先
づ
、
自
己
の
拠

っ
て
立
つ
現
実
を
肯
定
し
て
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
状
に
居
直

っ
た
虫
の
い
い
議
論
と
も

言
わ
れ
よ
う
が
、
こ
の
世
襲
教
団
と
化
し
て
い
る
現
実
か
ら
眼
を
そ
ら
し
た
解
決
案
な
ど
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
問
題
は
、
教
団
人
と
し
て
こ
こ
か
ら
ど
う
す
る
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
き
わ
め
て
ラ
デ
カ
ル
な
方
法
を
次
に
提
示
し
て
み
る
。

そ
れ
は
、
在
家
教
団
化
し
た
現
状
を
洞
門
の
宗
学
か
ら
演
繹
す
る
と
こ
が
、
如
上
の
行
論
か
ら
し
て
不
可
能
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
教
団

を
中
心
に
視
点
を
か
え
て
、
教
団
の
自
己
展
開
と
し
て
宗
教
社
会
学
そ
の
他
の
社
会
諸
科
学
の
ち
か
ら
を
借
り
、
と
も
か
く
も
教
団
の
現

状
肯
定
論
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
。
こ
れ
が
第

一
の
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
外
部
か
ら
現
状
の
正
当
化
を
こ
こ
ろ
み
、
い
ち
お
う
の
安

定
感
を
教
団
の
現
状
に
あ
た
え
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
諸
科
学
を
用
い
る
こ
と
は
宗
教
と
し
て
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
教
団
を

中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
適
用
は
可
能
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
支
え
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も

一
般
的
理
論
提
供

に
と
ど
ま
り
、
特
殊
化
さ
れ
て
い
る
曹
洞
教
団
に
ど
の
程
度
適
用
し
う
る
も
の
な
の
か
、
弱
い
支
え
で
あ
る
こ
と
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
全
然
こ
こ
ろ
み
な
い
よ
り
ま
し
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
な
に
か
よ
い
方
法
が
あ
れ
ば
、
ご
指
教
を
乞
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
在
家
教
団
肯
定
の
立
場
に
立

っ
て
、
逆
に
出
家
宗
学
を
限
定
し
て
ゆ
く
作
業
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
で
あ
る
。
生
活

二
九
一

仏
教
教
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諸
問
題
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内
舜
雄
）
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態
度
を
在
家
在
俗
化
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
精
神
ま
で
在
家
在
俗
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。
洞
門
の
宗
侶
に
は
、
在
家
在
俗
の
生
活
を
し
て
い
て
も
出
家
志
向
性
が
極
め
て
つ
よ
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
高
祖
の
影
響
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
を
う
ま
く
導
出
し
て
、
生
活
は
在
家
で
あ
る
が
、
出
家
宗
学
の
長
所
を
、
在
家
の
生
活
態
度
の
な
か
に
、
で
き
る
だ
け
実
現

で
き
な
い
も
の
か
。
理
論
的
に
は
現
実
に
即
応
し
た
限
定
宗
学
を
成
長
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
家
生
活
を
基
本
と
す
る
が
ゆ

え
に
、
在
家
宗
学
と
も
言
い
う
る
。
ま
た
在
家
生
活
の
範
囲
内
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
る
が
ゆ
え
に
現
実
に
つ
よ
い
実
践
性
を
有
す
る
と
こ

ろ
か
ら
実
践
宗
学
と
も
呼
び
う
る
。　
私
が
十
数
年
ま
え
提
唱
し
た
と
き
は
、
「
在
家
宗
学
」
の
名
を
用
い
、　
と
き
お
り

「実
践
宗
学
」
の

名
を
用
い
て
今
日
に
至

っ
た
が
、
す
べ
て
は
如
上
の
意
味
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
生
活
形
態
が
在
家
化
す
れ
ば
、
出
家
宗
学
ど
う
り
の
実
践
は
で
き
得
な
い
理
で
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
出
て
く
る
の
は
や
も

う
え
な
い
。
が
、
そ
の
範
囲
内
で
、
ま
じ
め
に
高
祖
道
を
実
践
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
限
定
宗
学
の
設
定
も
さ
け
ら
れ

な
い
が
、
た
だ
し
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
は
忠
実
に
実
践
し
よ
う
と
い
う
意
味
で
、
宗
践
宗
学
を
も
樹
立
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
と
く
に
留
意
す
べ
き
は
、
教
団
と
し
て
は
本
来
の
出
家
志
向
型

へ
の
方
向
性
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
現

実
肯
定
は
、
い
た
ず
ら
に
安
易
な
世
俗

へ
の
没
入
と
化
し
去

っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
充
分
あ
る
。
せ

っ
か
く
の
具
体
的
な
解
決
の
足
が
か

り
と
し
て
設
定
し
た
現
実
肯
定
は
、
こ
れ
で
は
意
味
が
な
く
な
る
。

も
し
如
上
の
現
実
肯
定
が
、
た
ん
な
る
世
俗
化

へ
の
理
論
と
し
て
の
み
教
団
人
に
逆
用
さ
れ
る
く
ら
な
ら
、
む
し
ろ
伝
統
の
出
家
宗
学

を
た
か
く
掲
げ
て
、
矛
盾
の
極
点
ま
で
、
こ
こ
の
ま
ま
突

っ
走
る
方
が
い
さ
ぎ
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
方
が
、
教
団
の
歴
史
的
存
在
意

義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
い
ご
に
、
限
定
宗
学
―
在
家
宗
学
―
実
践
宗
学
の
具
体
的
内
容
に
ふ
れ
る
紙
幅
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
こ
こ
十



数
年
来
、
曹
洞
宗
の

『
宗
学
研
究
』、

『教
化
研
修
』、　
ま
た
は

『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
紀
要
』
等
の
宗
門
関
係
誌
に
た
び
た
び
発
表
し
て

あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
十
数
篇
を
か
ぞ
え
得
る
と
思
う
。
近
く
折
を
み
て

『曹
洞
宗
学
の
現
代
的

課
題
』
と
題
し
、　
一
本
に
ま
と
め
る
所
存
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
教
団
は
ま
す
ま
す
世
俗
化
し
、
宗
学
は
ま
す
ま
す
観
念
化
す
る
と
い
う
現
状
を
直
視
し
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
両
者
の
再
結

合
を
は
か
る
方
法
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
方
の
ご
指
教
を
い
た
だ
け
れ
ば
倖
い
で
あ
る
。

仏
教
教
団
の
諸
問
題

（山
内
舜
雄
〉

二
九
三
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