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め

に

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
問
題
は
、
社
会
変
動
に
よ
っ
て
寺
間
関
係
や
本
末
関
係
が
弛
緩
し
、
そ
の
前
近
代
的
性
格
の
ゆ
え
に
社

会
的
適
合
性
を
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
じ
て
い
る
。

た
し
か
に
寺
院
組
織
は
教
祖
や
教
義
と
と
も
に
、
仏
教
の
成
立
の
重
要
な
要

素
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
傾
向
は
教
祖
の
信
仰
や
人
格
的
側
面
や
教
義
に
関
す
る
究
明
に
む
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
寺
院
組

織
の
究
明
は
宗
教
史
や
宗
教
社
会
学
の
領
域
の
謀
通
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
現
在
的
課
頑
と
い
う
よ
り
歴
史
的
推
移
に
焦
点
が

お
か
れ
た
り

一
般
的
な
宗
教
集
団
論
の
レ
ベ
ル
で
論
ぜ
ら
れ
て
、

か
な
ら
ず
し
も
具
体
的
な
寺
院
組
織
の
レ
ベ
ル
で
の
究
明
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
）

ま
た
、
寺
院
組
織
の
現
代
性
の
問
題
は
、

し
ば
し
ば
教
義
の
社
会
的
順
応
性
や
近
代
化
の
問
題
、

た
と

え
ば

「
仏
教
の
現
代
化
し
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
解
消
さ
れ
て
、
抽
象
性
の
レ
ベ
ル
で
取
扱
わ
れ
る
た
め
に
、
集
団
組
織
の
側
面

が
無
視
さ
れ
た
り
、
や
や
も
す
れ
ば
、
寺
院
組
織
な
ど
は
世
俗
的
な
も
の
で
宗
政
家
の
怒
意
性
に
ま
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
科
学
的

究
明
に
た
え
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
観
念
が
支
配
し
た
り
し
た
。

し
か
し
、
寺
院
（
教
会
）
組
織
と
い
う
宗
教
の
下
部
組
織
こ

真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

五



真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

一六

そ
は
、
す
で
に
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
を
哲
学
や
倫
理
か
ら
区
別
す
る
要
素
を
な
し
て
い
る
と
同
時
に
、

じ

つ
は
僧
侶
と
一
般
信
仰
者
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
を
護
持
す
る
基
本
的
要
素
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
下
部
組
織
に

つ
い
て
の
適
確
な
科
学
的
究
明
は
、
宗
教
の
上
部
組
織
で
あ
る
教
祖
や
教
義
の
研
究
に
先
ん
ず
る
も
の
と
さ
え
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
、
寺
院
組
織
は
教
義
の
側
面
と
と
も
に
究
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
寺
院
組
織
の
問
題
を
教
義
的
側
面
に

置
換
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
独
立
変
数
と
し
て
研
究
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

う
え
の
よ
う
な
見
地
に
た
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
昭
和
三
十
一
二
年
か
ら
仏
教
系
入
大
学
の
共
同
研
究
と
し
て
仏
教
寺
院
の
調
査
研
究

を
断
続
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
本
報
告
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
整
理
を
完
了
し
て
い
る
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
三
大
都
市
の
仏
教
寺
院

か
ら
真
宗
寺
院
に
関
す
る
も
の
を
抽
出
し
て
、
若
干
の
問
題
点
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。

こ
の
調
査
は
質
問
紙
に
よ
る
面
接
調
査
を
実
施

し
、
七
四
四
ケ
寺
〔
内
訳
、
東
京
二
入
三
（
全
寺
院
の
1
一7
）、

大
阪
一
一
五
八
（
全
寺
院
の
1
一4
）、

名
古
屋
二

O
二
（
全
寺
院
の
1

7
）

の
標
本
を
と
り
あ
げ
た

c

調
査
の
基
本
的
方
針
と
し
て
は
、
特
定
の
宗
派
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
既
成
仏
教
寺
院
を
研
究
対
象
と
し
、

理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
実
証
的
な
調
査
研
究
に
、
歴
史
的
考
察
よ
り
も
現
在
学
的
究
明
に
主
眼
を
お
い
た
。
そ
し
て
仏
教
寺
院
が

現
代
社
会
に
お
い
て
ど
ん
な
役
割
を
果
し

一
般
市
民
は
ど
ん
な
期
待
を
も
っ
て
い
る
か
に
焦
点
を
お
き
、
寺
院
の
規
模
な
ど
の
基
本

的
事
項
、
寺
院
の
経
済
生
活
、
教
化
活
動
、
社
会
活
動
、
本
末
関
係
、
地
域
的
相
互
関
係
、
寺
檀
関
係
、
世
襲
制
の
問
題
、
住
職
の
社

会
的
態
度
な
ど
多
角
的
な
質
問
の
設
定
を
行
っ
た
む
そ
し
て
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
は
統
計
的
に
処
理
し
た

c

し
た
が
っ
て
、

「真

宗
寺
院
の
社
会
的
機
能
」
に
つ
い
て
も

超
宗
派
的
な
対
象
か
ら
真
宗
寺
院
の
関
係
項
目
を
統
計
的
に
分
離
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
質
的
・
構
造
的
特
質
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
で
て
お
ら
ず
、
他
宗
と
比
較
し
て
統
計
的
に
世
間
違
が
あ
る
と
い
う
相
対
的
な

も
の
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
じ
以
下
、
現
代
の
真
宗
寺
院
は
宗
教
の
社
会
的
機
能
に
み
あ
っ
た
活
動
態
勢
に
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
を
限
定
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
文
中
に
示
さ
れ
た
統
計
数
字
は
、

と
く
に
示
し
て
い
な
い
か



ぎ
り
「
都
市
寺
院
の
社
会
的
機
能
」
そ
の
一
、

そ
の
二
、

に
示
し
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
。

真
宗
寺
院
の
分
布

寺
院
が
宗
教
的
に
社
会
に
対
し
て
機
能
を
果
す
た
め
に
は
、

そ
れ
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
位
置
を
占
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

企
業
体
で
も
営
業
に
好
適
な
場
所
を
選
び
、
移
転
す
る
ο

と
こ
ろ
が
、
仏
教
寺
院
は
、
ほ
と
ん
ど
が
創
設
さ
れ
た
場
所
か
ら
移
転
す
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
も
っ
と
も
高
い
定
着
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う

Q

そ
れ
は
、
歴
史
的
伝
統
や
檀
家
の
固
定
性

や
大
衆
性
の
有
無
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
的
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
の
適
正
化
が
少
し
は
な
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
仏
教
各
宗
寺
院
の
分
布
の
性
格
は
、
同
時
に
過
去
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
的
性
格
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
真
宗
寺

院
の
全
国
に
わ
た
る
分
布
も
、
真
宗
各
派
の
宗
勢
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

地
域
的
に
は
か
な
り
の
む
ら
が
あ
る
。
本
願
寺
派
を

例
に
と
れ
ば
、
寺
院
数
の
多
い
も
の
を
み
れ
ば
大
阪
八
四
五
ケ
寺
、
広
島
八
三
一
三
ケ
寺
、
兵
庫
七
八
四
ケ
寺
、
山
口
六
五
三
ケ
寺
、
滋

賀
六

O
七
ケ
寺
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
少
な
い
地
域
は
宮
崎
九
一
ケ
寺
、

石
川
九
九
ケ
寺
、
長
野
二
一

O
ケ
寺
、
長
崎
二
二
一
ケ
寺
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
都
市
・
農
村
別
か
ら
み
れ
ば
、
農
村
寺
院
五
コ
二
八
ケ
寺
（
総
数
一
O
凹
三
O
ケ
寺
の
五
一
、
O
%
）

で
あ
り
、
都
市

の
市
街
地
に
所
在
し
て
い
る
寺
院
は
わ
ず
か
に
一
八
五
四
ケ
寺
（
全
体
の
一
七
、
八
%
）
に
す
ぎ
な
い

（
西
本
願
寺
、
未
寺
実
体
報
告
調
査
書

に
よ
る
）
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
真
宗
が
全
国
に
わ
た
っ
て
方
遍
に
教
線
を
は
っ
て
い
ず
、

ま
た
、
大
都
市
の
人
口
集
中
に
も
対
応
し

て
い
な
い
、
無
策
の
実
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
東
京
で
は
て

主
七
六
、
二
六
二
世
帯
に
対
し
て
全
宗
教
法
人
数
回
、
九

二
九
（
千
世
帯
比
三
、
九
六
）
の
う
ち
真
宗
寺
院
一
二
五
三
ケ
寺
、

大
阪
で
は
五
八

O
、

O
O六
世
帯
に
対
し
て
全
宗
教
法
人
数
二
、
二
九

四
（
千
世
一
帯
比
三
、
九
六
）
う
ち
真
宗
寺
院
四
九
一
二
ケ
寺

ま
た
名
古
屋
で
は
二
八
四
、

四
四
回
世
帯
に
対
し
て
全
宗
教
法
人
数
て

八

六
八
（
千
世
帯
比
六
、
五
入
）
う
ち
真
宗
寺
院
コ
一
二
一
ヶ
寺
と
な
っ
て
い
る
。

大
都
市
に
お
い
て
も
全
宗
教
法
人
と
し
て
み
れ
ば
、
東
京

真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

七



真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

／＼、

で
は
三
百
世
帯
に
つ
き
一
法
人
、
大
阪
二
百
五
十
世
帯
に
一
法
人
、
名
古
屋
百
五
十
世
帯
に
一
法
人
と
な
っ
て
お
り
、

か
な
り
濃
厚
な

宗
教
的
環
境
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
え
る
が

真
宗
寺
院
の
数
は
少
な
い

し
た
が
っ
て
、
真
宗
は

農
村
的
仏
教
の
性
格
を
一
不
し

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

υ

し
か
し
、
大
都
市
に
お
け
る
真
宗
寺
院
の
配
置
状
況
は
、
各
区
別
人
口
比
の
巾
お
よ
び
マ
ッ
ピ
ン
グ

か
ら
み
れ
ば
、
分
散
的
傾
向
を
示
し
、
本
来
的
に
在
家
仏
教
な
い
し
は
大
衆
仏
教
の
性
格
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
じ
こ
の
傾
向
は
、

力、

な
り
高
い
密
度
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
天
理
教
の
分
教
会
の
配
置
に
類
似
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
真
宗
寺
院
の
分
布
傾
向
や
配
置
の
傾
向
は
、
各
教
団
に
お
い
て
教
線
拡
大
、
寺
院
の
統
廃
合
な
ど
基
礎
的
に
解
決
す
べ
き

問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ο

真
宗
寺
院
の
経
済

戦
後
、
寺
院
の
重
要
課
題
の
一
つ
に
寺
院
経
済
の
窮
迫
が
あ
げ
ら
れ
、
住
職
の
兼
業
化
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
真
宗
寺
院
住
職
の

約
二
O
%
（
本
願
寺
派
で
は
全
国
で
一
九
、

一
%
）
が
教
師
、
公
務
員
、
会
社
員
な
ど
の
一
兼
業
を
も
ち
、

そ
の
半
数
が
生
活
を
兼
業
収
入
に

全
的
に
依
存
し
て
い
る
。

ま
た
、
茶
華
道
教
授
、
勉
強
塾
な
ど
の
社
会
活
動
を
東
京
四
二
・
九
%
、
大
阪
二
三
・
二
%
名
古
屋
二

0
・

九
%
の
真
宗
寺
院
が
実
施
し
て
、
収
入
源
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
寺
院
の
維
持
、
教
化
活
動
に
つ
い
て
も
一
二
O
J
四
O
%
の
寺
院

が
法
務
以
外
の
収
入
を
こ
れ
に
注
入
し
て
い
る
。
寺
院
の
収
入
額
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
低
く
、
本
願
寺
派
寺
院
で
五
十
万
以
上
の

収
入
階
層
は
、

ほ
ん
の
四
一
三
ケ
寺
（
凹
、
五
%
）
に
す
ぎ
な
い
。

住
職
の
兼
業
化
（
浄
土
宗

一
%
、
臨
済
宗
三
O
%
）
、

や
社
会
活

動
の
傾
向
は
、
寺
族
の
生
活
を
支
え
、
教
化
活
動
へ
の
資
金
調
達
を
も
意
図
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
寺
院
経
済
の
窮
乏
化
は
教
化
の

面
で
の
機
能
障
害
を
引
き
起
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
兼
業
化
や
社
会
活
動
へ
の
住
職
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
、
寺
院
本
来
の
教
化
活
動
を

阻
害
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
兼
業
や
社
会
活
動
の
拡
張
に
よ
ら
ず
に
教
化
に
献
身
す
る
こ
と
が
、
多
く
の
寺
院
住



職
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四

附

属

施

設

戦
前
か
ら
幼
稚
園
や
保
育
所
な
ど
は
、
寺
院
教
化
活
動
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
戦
後
の
社
会
福
祉
コ
一
法
の
成
立
に
応

じ
て
、
養
老
院
や
母
子
寮
を
も
含
め
て
、
寺
院
の
こ
の
方
面
で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
、
急
増
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
都

市
寺
院
の
数
が
少
な
い
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
数
は
一
O
%
に
も
み
た
な
い
状
況
で
、

一
般
の
期
待
に
反
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
（
本
願
寺
派
で
幼
稚
園
、
保
育
所
、
養
老
院
、
母
子
寮
の
開
設
件
数
は
一
O
三
一
O
、
入
%
）
。
半
数
以
上
の
大
都
市
の
真
宗
寺
院
が
二
、

0
0
0坪
以
上
の
境
内
地
を
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
で
の
活
動
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
活
動
に
い
た
っ
て
は
凹
O
J
二
O
%
も
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
か
ら
、
都
市
寺
院
の
傾
向
は
、
教
化
活

動
の
延
長
と
し
て
の
こ
れ
ら
附
属
施
設
よ
り
も
、
現
金
収
入
に
よ
り
魅
力
を
感
じ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

住
職
の
社
会
的
地
位

寺
院
の
住
職
は
地
域
社
会
の
名
誉
職
や
社
会
奉
仕
的
な
役
職
に
多
く
つ
い
て
い
る
つ
一

o
l三
O
%
）
。
そ
れ
は
僧
職
と
い
う
社
会
的

役
柄
と
時
間
に
制
約
さ
れ
な
い
職
業
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
社
会
的
地
位
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

日
本
社

会
学
会
が
昭
和
二
十
七
年
と
コ
一
十
年
に
実
施
し
た
社
会
的
階
層
に
関
す
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
職
業
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る
住
職
の
順
位

は
昭
和
二
十
七
年
が
一
二
十
種
中
十
二
位
、
一
二
十
年
が
三
十
二
種
中
八
位
そ
占
め
て
お
り
、
住
職
の
社
会
的
地
位
の
か
な
り
の
高
さ
が
一

般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
示
し
て
い
る
。
僧
侶
に
対
す
る
高
い
地
位
の
評
価
は
、
反
面
仏
教
に
対
す
る
社
会
的
期
待
と
反
映
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
、
住
職
の
社
会
的
役
割
の
認
識
が
要
請
さ
る
や
へ
き
で
あ
ろ
う
し
、

と
く
に
、

世
襲
制
の
問
題
と
関
連
事
つ
け
て

真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

九
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み
る
と
き
、
寺
院
子
弟
に
僧
職
者
と
し
て
の
職
業
的
劣
等
感
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、

お
お
い
に
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
住
職
の
社

会
的
地
位
の
高
さ
を
示
す
客
観
的
指
標
と
し
て
学
歴
と
経
験
年
数
を
み
れ
ば
、

大
学
卒
が
半
数
を
こ
え

（
本
願
寺
派
五

0
・
五
%
）
、

全
国
の
職
業
で
現
職
者
の
継
続
年
数
が
七
・
六
年
で
あ
る
に
対
し
て
、
住
職
の
在
職
年
数
は
二
十
年
を
こ
え
る
も
の
が
一
二
O
%
を
上
廻

る
状
況
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
職
業
に
く
ら
べ
て
、

い
か
に
僧
職
が
高
い
知
性
と
長
い
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
死
亡
に
よ
っ
て
交
替
す
る
と
い
う
自
然
的
な
代
謝
の
様
式
は
、

や
や
も
す
れ
ば
、
現
住
職
が

情
性
に
陥
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
職
業
的
老
化
現
象
の
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
制
度
的
問
題
と

し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

_._ 
J、
教

化

活

動

最
近
に
お
け
る
寺
院
の
教
化
活
動
は

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ィ
シ
ョ
ン
な
ど
一
連
の
技
術
革
新
の
影
響
を
う
け
て
従
来
の
定
例
布
教

な
ど
に
加
え
て
、
き
わ
め
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
仏
主
円
、

日
校
、
仏
婦
、

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
な
ど
組
織
的
教
化
活
動
の
充
実

と
と
も
に
、
文
書
伝
道
、
視
聴
覚
伝
道
、
職
場
伝
道
な
ど
全
く
多
彩
な
発
達
を
と
げ
て
い
る
。
教
化
活
動
は
、

い
わ
ば
寺
院
活
動
の
す

べ
て
で
あ
り
、
生
命
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
寺
院
の
教
化
計
画
に
は
多
様
な
忠
わ
く
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
成
功
し
て
い
る
例
と
し

て
は
葉
書
伝
道
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
都
市
人
の
寸
暇
を
と
ら
え
て
宗
教
的
雰
囲
気
を
与
え
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
て
間
白

い
。
ま
た
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
パ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
方
式
も
伝
道
の
な
か
に
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、

一
層
の
効
果
が
あ
が
る
だ
ろ

ぅ
。
寺
院
教
化
は
伝
統
的
方
式
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
分
野
に
お
い
て
、

そ
の
効
果
が
確
認
さ
れ
た
方
式
を
積
極
的
に
受
容
す

る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
大
都
市
寺
院
に
あ
っ
て
も
、
葬
式
や
法
事
な
ど
儀
礼
的
業
務
に
忙
殺
さ
れ
て
か
、
約
三
五
%
（
浄
土
宗
・

真
言
宗
主
O
%
）
、
な
ん
ら
の
教
化
活
動
を
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
教
化
の
た
め
に
は
、
儀
礼
的
仏
教
か
ら



脱
却
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

七

本

末

関

係

宗
教
団
体
法
の
廃
止
を
契
機
と
し
て
、
数
多
く
の
分
派
が
出
現
し
、

そ
の
分
派
が
単
位
に
な
っ
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
教
団
組
織
が
形

成
さ
れ
た
が
、
真
宗
各
派
は
分
派
活
動
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、

一
応
教
団
組
織
の
崩
壊
を
ま
ぬ
が
れ
た
。

し
か
し
、

か
つ
て
み
ら
れ

た
強
固
な
教
団
意
識
は
み
ら
れ
な
い
。

一
方
で
は
、
本
山
の
末
寺
統
制
は
、
宗
教
法
人
法
の
離
脱
や
単
立
法
人
設
立
の
条
項
、
あ
る
い

は
法
人
財
産
の
独
立
性
な
ど
に
よ
っ
て
弛
緩
し
、
教
団
機
構
の
巨
大
化
に
と
も
な
っ
て
、

い
か
に
し
て
本
山
を
維
持
す
る
か
に
腐
心
し

て
い
る
。

他
方
で
は
、

封
建
社
会
の
地
盤
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
制
度
化
が
す
す
め
ら
れ
た
た
め
に

教
団
の
制
度
的
存
続
を
重
視

し
、
教
団
は
檀
信
徒
や
一
般
大
衆
の
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
教
団
成
立
の
根
本
的
意
義
が
転
倒
さ
れ
て
、
檀
信
徒
は
教
団
を
維
持
す

る
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
転
倒
さ
れ
た
観
念
が
あ
っ
て
、

た
が
い
に
交
錯
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
本
末
関
係
は
一
体
的
に
統
合
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
に
お
い
て
も
、
本
末
関
係
が
「
よ
い
」
と
解
答
し
た
も
の
つ
二
%
）
よ
り
、
「
悪
い
」

と
答
え
た
も
の
（
四
人
、
七
%
）
が
は
る
か
に
多
い
。
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
「
賦
課
金
が
高
い
」
が
圧
倒
的
多
く
、
「
本
末
が
分

離
し
て
い
る
」
、
「
教
化
伝
導
に
指
導
性
が
な
い
」
、
「
本
山
は
寺
院
経
済
に
無
関
心
だ
」
な
ど
の
順
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
各
本
山
に
と
っ

て
は
、
真
宗
の
教
義
的
側
面
か
ら
普
遍
さ
れ
た
伝
統
的
教
団
組
識
と
苦
難
な
社
会
的
体
験
か
ら
え
た
末
寺
の
近
代
意
識
と
の
交
錯
や
、

ず
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
現
下
の
急
務
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
的
な
組
織
化
の
過
程
の
な
か
で
な
さ
れ
る
と
き
、
新
し
い
本
末
関
係

の
統
合
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
う
す
る
こ
と
が
教
団
の
社
会
的
機
能
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。

八

寺

檀

関

係

真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

四
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本
末
関
係
と
同
様
な
こ
と
が
寺
檀
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
が
、
本
末
関
係
が
同
質
者
聞
の
問
題
で
あ
る
に
比
べ
れ
ば
、
寺
南
関
係

に
は
、
異
質
化
の
傾
向
に
よ
っ
て
一
層
難
か
し
い
問
題
が
介
在
し
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
寺
檀
関
係
は
世
代
的
に
う
け
つ
が
れ
た
伝

統
的
な
関
係
で
あ
り
、

家
を
単
位
と
し
た
関
係
で
あ
る
が

社
会
の
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
家
の
も
っ
て
い
る
構
造
や
機
能
が
変
化

し
、
す
な
わ
ち
、
家
本
位
の
家
族
か
ら
個
人
中
心
家
族
へ
の
変
化
や
、
伝
統
的
家
の
も
っ
て
い
た
機
能
の
外
社
会
へ
の
放
出
な
ど
に
よ

っ
て
檀
家
の
異
質
化
が
す
す
み
、
寺
檀
関
係
な
い
し
は
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
寺
院
の
経
済
的
基
盤
に
強
い
影
響
を
与
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
、
祖
先
崇
拝
の
観
念
や
家
の
宗
教
を
慣
習
的
に
で
も
護
持
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
識
が
一

般
市
民
に
多
少
と
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
衰
微
し
な
が
ら
も
寺
檀
関
係
は
持
続
し
て
い
る
。

し
か
し
、
伝
統
の
惰
眠
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
寺
檀
関
係
を
徐
々
に
個
人
の
自
発
的
信
仰
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
態
勢
に
組
織
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
寺
檀
関
係
の
あ
り
方
で
は
、
寺
院
と
一
般
市
民
と
の
結
び
つ
け
る
障
害
と
も
な
り
か
ね
な
い
。

現
代
人
が
自
由
な
宗
教
心
の
発
露
を
求
め
よ
う
と
し
た
ば
あ
い
に
、
寺
檀
関
係
が
入
信
の
関
門
と
な
っ
て
行
く
手
を
阻
む
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
積
極
的
に
門
戸
を
開
放
し
て
入
信
へ
誘
導
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

「
叩
け
ば
聞
か
れ
ん
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

と
く

に
都
市
に
お
け
る
一
般
市
民
の
仏
教
や
寺
院
に
対
す
る
関
心
は
、

五
十
代
以
上
の
人
々
で
は
、
や
や
関
心
を
も
ち
肯
定
的
態
度
を
一
不
し

て
い
る
が
、
三
、

四
十
代
で
は
無
関
心
の
も
の
が
多
く
、
二
十
代
で
は
拒
否
的
態
度
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
老
人
層
に
あ
っ
て
も
積
極

的
な
態
度
は
大
き
く
減
退
し
て
い
る
。
寺
院
の
住
職
も
市
民
の
宗
教
的
関
心
の
所
在
を
適
確
に
掌
握
し
、
積
極
的
に
働
き
か
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

九

お

わ

り

少
な
い
枚
数
に
多
く
の
問
題
を
提
示
し
よ
う
と
欲
ば
っ
て
羅
列
的
に
ほ
ん
の
要
約
し
た
も
の
に
な
り
、

ま
た
龍
頭
蛇
尾
に
終
っ
て
し



ま
っ
た
が
、
寺
院
の
現
在
的
課
越
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
多
岐
に
わ
た
る
た
め
に
消
化
し
き
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
。
う
え
に
あ
げ
た

以
外
に
、
寺
院
相
互
の
地
域
的
協
力
組
織
や
住
職
の
社
会
的
態
度
に
ふ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
凡
長
に
な
る
の
で
割
愛
す
る
ο

真
宗
寺

院
が
、
他
の
既
成
仏
教
寺
院
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
社
会
の
近
代
化
の
方
向
と
現
代
人
の
性
格
を
科
学
的
態
度
を
も
っ
て
考
察

し
、
伝
統
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
前
む
き
の
姿
勢
で
仏
教
寺
院
の
宗
教
的
機
能
を
遂
行
す
る
態
勢
を
整
え
る
こ
と
を
念
じ
て
筆
を
お

く

真
宗
寺
院
の
社
会
的
機
能

四


