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は
じ
め
に

現
在
、
日
本
に
お
け
る
寺
院
の
数
は
七
六
、九
三
〇
ヵ
寺（

一
）

で
、
近
年
よ
く
比
較
さ
れ
る
が
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
の
総
数
五
五
、六
七
七
店
舗（

二
）

よ
り
も
か
な
り
多
い
数
に

驚
か
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
神
社
の
数
は
八
一
、〇
七
四
社（

三
）

に
上
り
、
寺
院
の
数
よ
り
も
多
い
と
い
う
。
全
国
の
中
学
校

の
数
が
概
ね
一
万
校
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
均
す

る
と
一
中
学
校
区
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
五
店
舗
、

寺
院
が
七
ヵ
寺
、
神
社
が
八
社
あ
る
と
捉
え
て
良
い
で
あ
ろ

う
。こ

の
数
字
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
現
代
社
会
に
お
い
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
機
能
は
、
飲
食
物
や
雑
貨
、
日
用
品
の
販
売
な
ど
に
と
ど

ま
ら
ず
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
や
、
宅
配
便
の
取
り
扱
い
、
公
共

料
金
の
支
払
い
、
そ
し
て
近
年
で
は
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑

証
明
な
ど
の
各
種
公
的
証
明
書
の
発
行
ま
で
可
能
な
店
舗
も

加
わ
り
多
様
化
。
日
常
生
活
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と

な
っ
て
、
現
在
も
進
化
し
て
い
る
。

一
方
で
、
寺
院
や
神
社
の
機
能
は
と
い
う
と
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
数
の
上
で
圧
倒
的
に
多

い
社
寺
を
な
ん
と
か
有
効
に
利
用
す
る
手
段
は
無
い
の
か
と

い
う
議
論
が
起
こ
っ
て
久
し
い
。

た
だ
、
各
地
に
散
在
す
る
社
寺
が
、
何
も
し
て
い
な
い
か

と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
近
年
地
域
の
核
と
し
て
取
り
組

み
が
様
々
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
社
寺
の
機
能
と
し
て
は
、

数
値
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
心
の
拠
り
所
（
信

仰
）」
と
い
う
大
切
な
役
割
も
備
え
て
い
る
。

本
論
考
で
は
、
活
発
な
動
き
を
見
せ
る
一
部
の
寺
院
に
注

目
し
て
そ
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
将
来
社
会
に
息
づ
く
社

寺
の
姿
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章
　
京
都
龍り
ゅ
う
が
ん岸
寺
の
歴
史
と
取
り
組
み

（
一
）
龍
岸
寺
の
歴
史

Ｊ
Ｒ
京
都
駅
か
ら
中
央
改
札
口
を
出
て
西
に
向
か
っ
て
徒

歩
一
〇
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
浄
土
宗
龍
岸
寺
が
あ
る（

四
）。

龍
岸
寺
の
寺
史
に
よ
る
と
、
安
井
算
哲
（
一
世
算
哲
）

（
一
五
九
〇
〜
一
六
四
七
）に
よ
っ
て
元
和
二
年（
一
六
一
六
）

に
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、そ
の
長
子
で
あ
る
渋
川
春
海（
二

世
算
哲
）（
一
六
三
九
〜
一
七
一
五
）
は
、
貞
享
の
改
暦
に

尽
力
し
、幕
府
の
天
文
方
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

龍
岸
寺
の
門
前
の
通
り
は
現
在
「
三
哲
通
り
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
算
哲
の
名
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

開
基
で
あ
る
一
世
算
哲
は
、
僧
侶
と
し
て
は
無
名
で
あ
る

Name:
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が
、
囲
碁
に
秀
で
て
お
り
、
十
一
歳
の
時
に
徳
川
家
康
に
謁

見
を
許
さ
れ
、
十
九
歳
か
ら
毎
年
、
家
康
の
囲
碁
の
相
手
を

務
め
た
。
そ
し
て
、
六
十
三
歳
で
こ
の
世
を
去
る
が
、
そ
の

後
、
子
の
二
世
算
哲
は
保
井
算
哲
、
渋
川
算
哲
、
渋
川
春
海

と
改
名
し
、
父
親
の
後
を
継
い
で
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）

に
幕
府
に
御お

し
ろ
ご

城
碁
と
し
て
初
出
仕
し
た
。
二
世
算
哲
は
幼
少

期
か
ら
天
文
学
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
江
戸
で
算
学
や
暦

学
を
、
京
都
で
は
陰
陽
頭
で
あ
っ
た
土
御
門
家
と
親
交
を
深

め
、
こ
れ
ま
で
、
誤
差
が
多
く
あ
っ
た
中
国
の
暦
か
ら
日
本

独
自
の
暦
で
あ
る
貞
享
暦
の
採
用
に
尽
力
し
た
偉
人
で
あ

り
、
幕
府
か
ら
正
式
に
天
文
方
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
優
れ
た
学
者
を
輩
出
し
た
家
系
が

創
始
し
た
龍
岸
寺
。
そ
の
伝
統
を
今
に
受
け
継
ぐ
住
職
が
池

口
龍
法
氏
（
一
九
八
〇
〜
）
で
あ
る
。
池
口
氏
は
、
兵
庫
県

尼
崎
市
の
浄
土
宗
寺
院
の
出
身
で
、
京
都
大
学
で
イ
ン
ド
及

び
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
学
を
学
ん
だ
後
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
知

恩
院
に
奉
職
、現
在
も
編
集
主
幹
と
し
て
務
め
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
か
ら
、
龍
岸
寺
の
住
職
と
な
り
、
多
岐
に
わ
た

る
活
動
が
始
ま
っ
た
。

（
二
）�

池
口
氏
の
取
り
組
み
「
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た

ち
の
フ
リ
ー
マ
ガ
ジ
ン
の
発
刊
」

池
口
氏
が
浄
土
宗
総
本
山
の
知
恩
院
に
奉
職
さ
れ
て
少
し

経
っ
た
頃
、
二
〇
〇
九
年
八
月
に
『
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧

侶
た
ち
』と
い
う
フ
リ
ー
マ
ガ
ジ
ン
が
発
刊
さ
れ
た
。フ
リ
ー

マ
ガ
ジ
ン
な
の
で
、
無
料
で
誰
で
も
が
手
に
と
っ
て
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
編
集
し
た
の
が
、
池
口
氏
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
リ
ー
マ
ガ
ジ
ン
を
編
集
し
よ
う
と
思
っ
た

き
っ
か
け
は
、
仏
教
が
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
の
新
興
宗
教
の

印
象
と
重
な
り
、
仏
教
寺
院
や
僧
侶
た
ち
が
何
を
や
っ
て
い

る
の
か
、
あ
る
種
の
誤
解
も
あ
り
、
正
確
に
理
解
し
て
も
ら

え
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ

（Social N
etw

ork System

）
の
よ
う
な
手
軽
に
自
分
の
行

動
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
フ

リ
ー
マ
ガ
ジ
ン
を
通
し
て
、
寺
院
や
僧
侶
が
取
り
組
ん
で
い

る
最
新
の
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

一
般
の
読
者
も
、
次
代
の
仏
教
界
を
担
う
若
手
の
僧
侶
た

ち
も
、
こ
の
マ
ガ
ジ
ン
を
読
む
こ
と
で
現
代
社
会
に
お
け
る

お
寺
の
役
割
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、

二
〇
一
九
年
八
月
に
創
刊
十
周
年
を
迎
え
五
五
号
が
発
刊
さ

れ
た
。
こ
の
記
念
号
は
池
口
氏
か
ら
始
ま
っ
て
、
三
代
目
の

編
集
長
が
担
当
し
た
。
現
在
五
六
号
を
数
え
る
こ
の
マ
ガ
ジ

ン
は
「
経
典
を
ナ
ナ
メ
か
ら
読
む
会
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を

開
き
、
仏
教
は
失
恋
に
効
く
の
か
と
い
う
議
論
や
、
日
常
の

中
で
修
行
を
体
験
す
る
イ
ベ
ン
ト
「
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
」
の
開
催

な
ど
、
様
々
な
取
り
組
み
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ら
を
発
信
し
、

そ
し
て
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

歌
を
歌
う
、
芝
居
を
す
る
、
ダ
ン
ス
を
す
る
、
楽
器
を
弾

く
、
漫
画
を
描
く
な
ど
、
若
手
の
僧
侶
た
ち
が
自
分
の
得
意

と
す
る
能
力
を
使
っ
て
、
仏
教
を
少
し
で
も
暮
ら
し
の
中
に

入
れ
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
続
け
て
き
た
。

十
年
に
わ
た
っ
て
の
フ
リ
ー
マ
ガ
ジ
ン
に
よ
る
寺
院
と
僧

侶
の
活
動
報
告
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
様
々
な
か
た
ち
で

京
都
を
中
心
と
し
な
が
ら
全
国
に
発
信
さ
れ
、
あ
る
程
度
寺

院
の
今
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
前
衛
的
な
活
動
が
珍
し
く

な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
と
池
口
氏

は
実
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
池
口
氏
自
身
の
活
動
も
当
然

そ
の
紙
面
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）龍
岸
寺
の
取
り
組
み「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
の
活
動
前
夜
」

浄
土
宗
龍
岸
寺
住
職
の
池
口
氏
は
「
お
寺
に
は
日
本
文
化

の
精
神
が
詰
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

お
寺
で
は
建
築
に
し
て
も
、
家
具
や
仏
具
で
も
、
修
理
し

よ
う
と
思
う
と
必
ず
伝
統
工
芸
を
受
け
継
ぐ
そ
の
道
の
職
人

さ
ん
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、

お
寺
の
内
部
は
、
数
百
年
前
の
伝
統
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で

受
け
継
い
で
き
た
も
の
で
溢
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
堂
に
あ
る
も
の
は
、
金
箔
、
漆
工
、
金
工
、
彫
刻
な

ど
、
少
し
視
線
を
動
か
せ
ば
必
ず
何
か
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
庫
裡
の
座
敷
で
は
、
現
代
の
一
戸
建
て
住
宅
や

マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
床
間
や
違
い

棚
、
掛
け
軸
や
扁
額
、
香
炉
、
生
花
な
ど
が
日
常
的
に
そ
の

場
に
存
在
す
る
。
い
わ
ゆ
る
室
町
時
代
以
降
の
日
本
文
化
そ

の
も
の
が
お
寺
に
は
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
お
茶
や
和
菓
子
な
ど
が
ち
ょ
っ
と
し
た
お
休
み

時
間
に
出
さ
れ
る
な
ど
す
る
と
、
目
で
見
る
、
手
に
持
っ
て

触
れ
る
以
外
に
、
美
味
し
い
香
り
を
楽
し
む
、
味
わ
う
と
い

う
こ
と
ま
で
体
験
で
き
る
。
す
な
わ
ち
お
寺
で
は
日
本
文
化

を
五
感
で
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ん
に
始
ま
り
、

そ
の
弟
子
や
高
僧
た
ち
が
千
年
も
前
か
ら
語
り
つ
な
い
で
き

た
思
想
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

龍
岸
寺
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の

語
源
は
「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」「
ア
ミ
ダ
ー
バ
」
す
な
わ
ち
無
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限
の
命
を
持
つ
も
の
、
ま
た
は
無
限
の
光
を
持
つ
も
の
と
い

わ
れ
て
い
る
。無
限
の
命
を
持
つ
と
い
う
の
は
、墓
地
に
眠
っ

て
い
る
自
分
の
ご
先
祖
の
命
と
今
の
自
分
の
命
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
繋
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
自
分
の
子
孫
の
命
が
繋
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
涅
槃
経
や
法
華
経
で
は
悉
有
仏
性
、
す
べ
て
の
も

の
に
仏
が
宿
る
、
す
べ
て
の
も
の
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
見
、
不
平
等
に
見
え
る
社
会
の
中
で
、

深
い
悩
み
に
溺
れ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
尊

い
お
経
の
中
で
は
、
人
間
も
動
物
も
、
無
情
の
も
の
も
す
べ

て
平
等
で
同
じ
で
あ
る
。今
、た
ま
た
ま
、お
金
を
多
く
持
っ

て
裕
福
そ
う
に
見
え
る
人
も
、
や
が
て
は
そ
う
で
な
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
実
際
に
は
幸
せ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。池

口
氏
は
、
少
し
で
も
多
く
の
人
に
気
軽
に
お
寺
に
来
て

も
ら
い
、
日
本
文
化
と
と
も
に
、
仏
教
の
教
え
な
ど
に
も
触

れ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
よ
う
に
促
す
の
が
僧
侶
の
勤
め
で

あ
る
と
。

お
寺
文
化
に
親
し
ん
で
も
ら
う
活
動
の
一
つ
と
し
て
浄
土

系
ア
イ
ド
ル
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
が
あ
る
の
だ
。

（
四
）
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
の
活
動

池
口
氏
は
、
第
一
章
（
二
）
で
紹
介
し
た
『
フ
リ
ー
ス
タ

イ
ル
な
僧
侶
た
ち
』
を
発
刊
す
る
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
に
報
道

さ
れ
、
世
の
中
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
も
僧
侶
と
し
て
の
一

つ
の
仕
事
で
あ
る
と
の
認
識
で
活
動
を
続
け
て
き
た
が
、
平

成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
に
始
ま
っ
た
お
寺
で
の
浄
土
系
ア

イ
ド
ル
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
の
取
り
組
み
は
、
か
な
り
の

衝
撃
を
世
の
中
に
与
え
た
。

池
口
氏
は
こ
の
取
り
組
み
を
共
著
書
「
ア
イ
ド
ル
と
と
も

に
歩
む
―
ナ
ム
い
世
界
を
つ
く
ろ
う
」（

五
）の

中
で
「
は
た
し
て

こ
れ
は
、
宗
教
を
お
も
ち
ゃ
に
し
た
よ
う
な
通
俗
的
な
お
遊

び
な
の
か
、
は
た
ま
た
、
宗
教
を
つ
き
つ
め
て
い
く
方
便
な

の
か
」
と
世
間
の
評
価
が
二
分
し
た
と
告
白
し
て
い
る
。

龍
岸
寺
で
は
、
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
か
ら
十
夜
祭
、

平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
か
ら
超
十
夜
祭
と
い
う
念
仏
体

験
を
取
り
入
れ
た
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
十

夜
」
と
は
、
天
台
宗
や
浄
土
宗
、
時
宗
な
ど
念
仏
を
重
視
す

る
教
団
が
開
催
す
る
宗
教
行
事
で
あ
る
が
、
龍
岸
寺
お
よ
び

い
く
つ
か
の
寺
院
で
そ
れ
を
現
代
に
生
か
し
た
か
た
ち
で
イ

ベ
ン
ト
化
し
た
も
の
が
「
十
夜
祭
」
で
あ
る
。
実
質
の
企
画

運
営
は
、
美
術
系
大
学
の
学
生
が
集
ま
っ
て
担
っ
て
き
た
。

そ
の
十
夜
祭
の
企
画
を
考
え
る
中
で「
お
寺
で
ア
イ
ド
ル
」

と
い
う
発
想
が
出
て
き
た
。
池
口
氏
は
抵
抗
無
く
学
生
の
提

案
を
受
け
入
れ
た
。

そ
し
て
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
十
一
月
に
五
つ
の

寺
院
で
行
わ
れ
た
十
夜
祭
の
龍
岸
寺
会
場
の
主
要
企
画
と
し

て
、
五
人
の
浄
土
系
ア
イ
ド
ル
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
が
結

成
さ
れ
た
。「
衆
生
（
フ
ァ
ン
）
と
共
に
修
行
す
る
」
を
コ
ン

セ
プ
ト
に
、
衣
装
や
踊
り
、
歌
の
歌
詞
な
ど
に
仏
教
的
要
素

を
入
れ
て
、
あ
ま
り
寺
院
に
関
心
を
持
た
な
い
人
た
ち
に
向

か
っ
て
お
寺
文
化
を
発
信
す
る
と
い
う
活
動
が
始
ま
っ
た
。

ア
イ
ド
ル
名
と
な
っ
て
い
る
「
て
ら
」
と
は
寺
（
テ
ラ
）

とtera

（
テ
ラ
）
＝
一
兆
と
い
う
単
位
と
、「
ぱ
る
む
す
」
す

な
わ
ちpalm

s

＝
手
の
ひ
ら
の
複
数
形
が
か
か
っ
て
い
る
。

地
球
全
体
に
存
在
す
る
無
数
の
生
命
体
に
対
し
て
、
お
寺
に

広
が
る
無
数
の
手
の
ひ
ら
が
手
を
取
り
合
っ
て
合
掌
し
、
理

想
の
世
界
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
深
い
理
念
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

メ
ン
バ
ー
は
発
足
当
時
か
ら
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
現
在

は
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
「
観み

咲さ
き

千ち

世せ

乃の

」、
勢
至
菩
薩

の
化
身
「
勢せ

崎ざ
き

至し

恩お
ん

」、
地
蔵
菩
薩
の
化
身
「
笈お

い

地ち

く
ら
ら
」、

月
光
菩
薩
の
化
身
「
月つ

き

影か
げ

サ
ラ
」、
日
光
菩
薩
の
化
身
「
日ひ

向な
た

慧え

み満
」
の
五
名
が
正
式
な
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

浄
土
系
ア
イ
ド
ル
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
は
、
十
夜
祭
や

超
十
夜
祭
な
ど
の
仏
教
行
事
や
、
他
の
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ

と
と
も
に
行
う
ラ
イ
ブ
活
動
、
そ
し
て
単
独
ラ
イ
ブ
の
開
催

な
ど
を
中
心
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。

そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ラ
イ
ブ
以
外
の
活
動
で
あ

る
。
仏
教
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
双
六
遊
び
や
、

本
堂
に
集
ま
っ
た
人
々
と
新
し
い
音
頭
を
つ
く
っ
て
み
ん
な

で
踊
る
こ
と
な
ど
、
常
に
仏
教
の
教
え
や
文
化
を
も
と
に
し

た
イ
ベ
ン
ト
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）
お
地
蔵
さ
ん
巡
り
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
十
一
月
十
七
日
（
日
）
に
宗
教

民
俗
学
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
筆
者
が
特
別
講
師

と
な
り
「
お
寺
の
周
り
で
お
地
蔵
さ
ん
み
ぃ
つ
け
た
」
と
い

う
地
蔵
巡
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
。「
て
ら

＊
ぱ
る
む
す
」
の
メ
ン
バ
ー
と
ス
タ
ッ
フ
が
一
緒
に
な
っ
て

企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ブ
を
伴
わ
な
い
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
、
ま
た
、
お
寺
を
出
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

と
い
う
珍
し
い
試
み
で
あ
っ
た
。

参
加
者
は
、
十
一
名（

六
）

で
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
の
フ
ァ
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ン
の
方
々
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
内
容
は
、
龍
岸
寺
の
付

近
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
祠
を
三
班
に
分
か
れ
グ
ル
ー
プ
で

探
し
、
地
図
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
、
本
堂
に
戻
り
大
き
な
地
図
に
み
ん
な
で
そ
の

場
所
を
記
入
し
、
各
祠
の
特
徴
や
、
出
会
っ
た
人
と
の
会
話

な
ど
を
報
告
し
合
う
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆

者
は
宗
教
民
俗
学
の
視
点
で
、
京
都
を
中
心
と
し
た
民
間
信

仰
で
あ
る
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
の
話
も
所
々
に
入
れ
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

今
回
参
加
さ
れ
た「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」の
フ
ァ
ン
の
方
々

は
、①
基
本
的
に
身
近
な
存
在
と
し
て
の
ア
イ
ド
ル
が
好
き
。

②
仏
教
の
次
世
代
の
活
動
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
③
ア
イ

ド
ル
も
お
寺
の
雰
囲
気
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
と
い
う
概
ね

三
種
類
の
嗜
好
を
持
っ
た
人
た
ち
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。当

日
収
集
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
感
想
欄
に
は
「
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
も
良
か
っ
た
が
、
講
師
の
話
も
も
っ
と
聞
き
た

か
っ
た
」「
普
段
気
に
留
め
て
い
な
い
お
地
蔵
さ
ん
に
つ
い

て
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」「
地
蔵
菩
薩
の
地

域
密
着
の
信
仰
や
功
徳
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」

「
本
地
仏
の
説
明
を
も
っ
と
聞
き
た
か
っ
た
」
な
ど
、
地
蔵

信
仰
や
仏
教
に
関
す
る
興
味
関
心
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
く

見
ら
れ
た
。
ま
た
、
今
後
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
と
関
連
し

て
開
催
し
て
欲
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
も
「
花
ま
つ
り
に
参
加
し
た
い
」「
京
都
十
二
薬
師
巡

礼
を
し
て
み
た
い
」「
比
叡
山
延
暦
寺
の
散
策
」「
お
寺
巡
り
」

な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
や
は
り
仏
教
文
化
に
触
れ
る

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
望
ん
で
い
た
。
た
だ
、
忘
れ
て
は
い
け

な
い
こ
と
は
、
仏
教
に
触
れ
る
こ
と
と
同
時
に
身
近
な
ア
イ

ド
ル
と
し
て
の
「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
メ
ン
バ
ー
と
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
共
に
す
る
喜
び
が
あ
る
こ
と
は
、
参
加
し
た

筆
者
も
十
分
に
理
解
で
き
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
同
時
間
帯
に
使
用
し
な
が

ら
、
発
信
、
拡
散
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
こ
の
よ
う

な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
フ
ァ
ン
が
多
く
な
る
可

能
性
は
十
分
あ
る
と
想
像
で
き
る
。

今
後
こ
の
よ
う
な
活
動
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く

の
か
は
未
知
数
で
あ
る
が
、「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
を
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
学
生
た
ち
は
、
龍
岸
寺
を
舞
台
に
普
段
お
寺

と
い
う
空
間
か
ら
遠
い
存
在
で
あ
る
人
々
を
、
お
寺
に
近
づ

け
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
。

（
六
）
池
口
住
職
の
思
い

池
口
氏
は
、
寺
院
が
古
い
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い

取
り
組
み
に
挑
戦
す
る
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、「
継
続
」

で
あ
る
と
い
う
。
大
乗
仏
教
の
教
え
は
浄
土
宗
龍
岸
寺
の
檀

家
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
寺
院
が
何
か
を
発
信
す
る
と
き

に
は
、
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
し
っ
か
り
と
し
た
方
向
性
を
持
っ

て
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」

の
活
動
も
、
学
生
た
ち
が
や
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
大
切

に
し
な
が
ら
、
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
人
々
が
寺
院
を
体
感

す
る
と
い
う
環
境
を
つ
く
る
た
め
に
積
極
的
に
応
援
し
て
き

た
。
先
述
の
通
り
、
活
動
を
は
じ
め
た
頃
は
、
檀
家
さ
ん
を

は
じ
め
様
々
な
人
々
か
ら
賛
否
を
聞
い
た
が
、
現
在
で
は
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
や
、
龍
岸
寺
が
発
刊
す
る
「
龍
岸
寺

フ
ァ
ン
通
信
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
世
間
に
知
れ
渡
り
、

檀
家
さ
ん
も
受
け
入
れ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
。

池
口
氏
は
、
先
祖
か
ら
子
孫
へ
と
無
限
に
つ
な
が
る
生
命

の
大
切
さ
、
そ
し
て
仏
教
思
想
を
根
底
と
し
た
日
本
文
化
の

素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
臨
場
感
を
も
っ
て
多
く
の
人
び
と
に
伝

え
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
が
あ
る
。
今
後
も
、
ア
イ
ド
ル
イ

ベ
ン
ト
の
後
方
支
援
だ
け
で
な
く
、
宗
派
を
超
え
て
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
多
彩
な
活
動
を
重
ね
、
寺
院
を
よ
り
身
近
で
、

地
域
に
と
っ
て
必
要
な
存
在
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
努
力
さ

れ
て
い
る
。

ワークショップ告知
（てら＊ぱるむす公式WEBサイトより）

龍岸寺本堂で地蔵信仰について
解説する筆者（撮影：三輪泰生）

龍岸寺境内にて解説する筆者
（撮影：三輪泰生）

てら＊ぱるむす単独ライブの様子（アート
フェスタくさつ 2019 草津市浄教寺にて）
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第
二
章
　
滋
賀
県
に
お
け
る
寺
院
の
活
動
の
一
事
例

（
一
）
滋
賀
県
の
寺
院
事
情

前
項
で
は
、
京
都
の
龍
岸
寺
を
中
心
に
、
現
代
の
新
し
い

寺
院
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
が
、
滋
賀
県
で
は
ど
の
よ
う

で
あ
ろ
う
か
と
調
べ
て
み
た
。
京
都
は
江
戸
時
代
に

八は
っ
ぴ
ゃ
く
や
で
ら

百
八
寺
と
言
わ
れ
、
元
々
寺
院
が
多
い
地
域
で
あ
り
、
各

宗
派
の
総
本
山
で
あ
る
知
恩
院
、
東
西
本
願
寺
、
建
仁
寺
、

天
龍
寺
、
南
禅
寺
、
妙
心
寺
、
大
徳
寺
な
ど
に
加
え
、
鹿
苑

寺
、
慈
照
寺
、
清
水
寺
な
ど
多
く
の
人
々
が
参
拝
に
お
と
ず

れ
る
寺
院
が
集
ま
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
滋
賀
県
に
も
延
暦
寺
や
三
井
寺
、
石
山
寺
な
ど

京
都
の
観
光
寺
院
に
匹
敵
す
る
寺
院
も
あ
る
が
、
地
域
に
根

付
い
た
小
規
模
な
寺
院
を
各
地
域
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

滋
賀
県
の
寺
院
数
（
宗
教
団
体
数
）
は
、
令
和
元
年
度
の

文
化
庁
宗
教
年
鑑
に
よ
る
と
、
三
、二
〇
五
ヵ
寺
で
、
人
口

十
万
人
当
た
り
の
寺
院
数
が
約
二
三
〇
ヵ
寺
と
全
国
一
位
で

あ
る
。
全
国
の
寺
院
数
七
六
、九
三
〇
ヵ
寺
で
人
口
十
万
人

当
た
り
の
寺
院
数
が
約
六
〇
ヵ
寺
に
比
べ
る
と
、
そ
の
数
の

大
き
さ
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
数
字
は
、
寺
院
運
営
か
ら
考
え
る
と
重
く

の
し
か
か
る
。
言
い
換
え
る
と
単
純
に
一
寺
院
あ
た
り
の
檀

信
徒
数
が
全
国
一
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ

る
。
加
え
て
、
滋
賀
県
に
は
、
草
津
市
を
筆
頭
に
大
津
市
、

栗
東
市
、
守
山
市
、
野
洲
市
、
湖
南
市
な
ど
京
阪
神
の
大
都

市
周
辺
の
衛ベ

ッ
ド
タ
ウ
ン

星
都
市
が
多
く
存
在
し
、
新
興
住
宅
地
に
居
住

す
る
住
民
は
、
一
般
的
に
古
く
か
ら
地
域
に
根
付
く
寺
院
の

檀
信
徒
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
滋
賀
県
内
の

一
寺
院
あ
た
り
の
檀
信
徒
の
数
は
全
国
規
模
で
考
え
て
、
一

層
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る（

七
）。

ま
た
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
発
行
し
て
い
る
「
第
九
回

宗
勢
基
本
調
査
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
滋
賀
教
区
の
寺
院
収

入
は
、
年
収
三
〇
〇
万
円
未
満
の
寺
院
の
割
合
が

八
三
・
七
％
と
全
教
区
の
中
で
最
も
少
な
い
地
域
で
あ
る
。

同
報
告
書
に
、
滋
賀
教
区
の
寺
院
の
所
在
地
は
、
農
山
漁
村

が
七
一
・
〇
％
で
あ
り
、
全
教
区
の
中
で
六
番
目
に
高
い
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

の
寺
院
に
限
ら
れ
る
が
、
滋
賀
県
内
の
寺
院
は
、
他
府
県
に

比
べ
て
、
年
収
が
少
な
い
寺
院
が
多
く
、
そ
の
所
在
地
も
農

山
漁
村
の
集
落
内
に
多
く
見
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。し

か
し
、
一
方
で
、
寺
院
と
檀
信
徒
と
の
繋
が
り
の
深
さ

を
見
る
と
、
こ
れ
も
同
じ
く
宗
勢
基
本
調
査
報
告
書
に
よ
る

と
、
二
〇
年
後
に
寺
院
を
「
護
持
で
き
る
か
（
大
切
に
守
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
護

持
で
き
る
」
と
回
答
し
た
滋
賀
教
区
の
門
徒
（
信
徒
）
が

三
四
・
九
％
あ
り
、
全
国
平
均
の
三
五
・
八
％
に
近
い
数
値
と

な
っ
て
い
る
。要
す
る
に
、非
常
に
寺
院
収
入
が
低
く
、一
ヵ

寺
あ
た
り
の
門
徒
（
信
徒
）
数
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

寺
院
に
対
し
て
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
思
い
が
強
い
こ
と
が

う
か
が
え
る（

八
）。

龍
岸
寺
池
口
龍
法
氏
が
知
る
滋
賀
県
内
の
浄
土
宗
寺
院
を

例
に
挙
げ
る
と
、
非
常
に
熱
心
な
檀
信
徒
の
姿
が
見
え
て
く

る
。
そ
の
様
子
を
次
項
で
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
二
）
寺
院
と
檀
信
徒
の
繋
が
り
を
見
る

例
え
ば
、
甲
賀
市
の
浄
福
寺
（
檀
家
数
四
一
軒
）
と
東
近

江
市
の
圓
光
寺
（
檀
家
数
三
五
軒
）
の
二
ヵ
寺
が
、
檀
信
徒

の
力
（
長
年
に
わ
た
る
積
み
立
て
）
で
本
堂
の
建
て
替
え
を

行
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る（

九
）。

い
ず
れ
の
寺
院
も
、「
お
寺

と
は
、
自
分
た
ち
の
先
祖
が
大
切
に
守
っ
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
こ
の
時
代
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。」「
か
つ
て
お
寺
は
住
民
の
生
活
の
中
に
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
薄
れ
て
き
て
い
る
。
再
建
を
機
に
も
っ
と
お
寺
を
生
活

に
近
づ
け
た
い
。」「
お
寺
は
心
が
落
ち
着
き
、
阿
弥
陀
様
や

み
ん
な
と
出
会
え
る
大
切
な
場
所
。
本
堂
を
新
し
く
し
て
、

今
後
四
〇
〇
年
、
五
〇
〇
年
と
地
域
の
中
心
で
あ
っ
て
ほ
し

い
。」
な
ど
の
声
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
巨
額
な
再
建
費

用
に
よ
る
負
担
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
檀
信
徒
の
厚
い

信
仰
心
に
よ
っ
て
本
堂
の
再
建
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
お
そ
ら
く
様
々
な
新
し
い
地
域
の

取
り
組
み
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

滋
賀
県
の
寺
院
の
現
状
を
考
え
る
時
、
一
寺
院
あ
た
り
の

檀
信
徒
の
数
が
少
な
い
が
、
熱
心
な
檀
信
徒
の
存
在
が
見
ら

れ
た
。
し
か
し
、
新
興
住
宅
地
が
多
い
と
い
う
中
で
、
そ
こ

に
暮
ら
す
人
々
の
寺
院
と
の
関
係
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で

地蔵の祠をマッピングする参加者
（撮影：三輪泰生）

将来社会における社寺の可能性　―京都龍岸寺と東近江正福寺の取り組みを中心に― 8



き
な
い
。
少
子
化
や
地
方
の
人
口
減
少
な
ど
か
ら
、
高
齢
者

の
一
人
暮
ら
し
や
子
ど
も
の
教
育
の
問
題
な
ど
、
地
域
に
は

様
々
な
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。

滋
賀
県
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
新
興
住
宅
地
の
住
民

を
巻
き
込
ん
だ
寺
院
の
取
り
組
み
の
必
要
性
な
ど
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
次
項
の
東
近
江
市

正
福
寺
の
「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」
と
い
う
取
り
組
み
は
、
将

来
社
会
の
寺
院
の
役
割
の
一
つ
の
姿
を
提
案
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。

（
三
）
正
福
寺
の
取
り
組
み
「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」

東
近
江
市
五
個
荘
伊
野
部
集
落
に
浄
土
宗
箕
作
山
正
福
寺

が
あ
る
。
こ
の
寺
院
で
十
八
年
間
、
子
育
て
支
援
活
動
を
積

極
的
に
行
っ
て
い
る
住
職
が
い
る
。
関

せ
き
し
ょ
う
け
ん

正
見
氏
で
あ
る
。
関

氏
は
、
奈
良
県
の
浄
土
宗
寺
院
の
出
身
だ
が
縁
あ
っ
て
、

二
七
歳
の
時
に
こ
こ
伊
野
部
に
入
っ
た
。

伊
野
部
集
落
は
、
四
〇
数
軒
の
小
さ
な
集
落
で
、
す
べ
て

の
住
民
が
正
福
寺
の
檀
徒
で
あ
り
、
同
時
に
地
域
内
に
あ
る

建
部
神
社
の
氏
子
で
あ
り
、
伊
野
部
自
治
会
の
会
員
で
あ
る

と
い
う
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
コ
ン
パ
ク
ト
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

関
氏
は
、
こ
の
寺
院
で
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
か

ら
住
職
夫
人
菊
世
氏
と
と
も
に
「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」
と
い

う
子
育
て
支
援
を
開
始
し
た
。
地
域
の
同
世
代
の
人
々
と
と

も
に
自
身
の
子
育
て
が
で
き
、
同
時
に
お
寺
と
い
う
空
間
が

交
流
の
場
と
な
れ
ば
と
い
う
思
い
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と

の
こ
と
。

活
動
の
内
容
は
様
々
で
、
十
時
ご
ろ
か
ら
挨
拶
や
歌
や
お

経
、
法
話
な
ど
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
後
、
そ
の
日
の
テ
ー
マ
に

合
わ
せ
て
、
水
遊
び
や
、
芋
掘
り
、
団
子
づ
く
り
、
子
育
て

悩
み
相
談
な
ど
が
行
わ
れ
、
み
ん
な
で
お
昼
ご
飯
を
食
べ
て

終
了
と
な
る
（
ち
な
み
に
会
費
は
一
日
五
〇
〇
円
・
お
昼
ご

飯
代
と
の
こ
と
）。

参
加
者
（
親
子
で
参
加
が
原
則
）
は
徐
々
に
増
え
、
一
歳

児
ク
ラ
ス
、
二
歳
児
ク
ラ
ス
、
三
歳
児
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て

そ
れ
ぞ
れ
月
二
回
が
平
均
の
実
施
回
数
で
あ
る
。
現
在
、
毎

月
約
六
〇
組
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
参
加
者
の
居
住
地

は
、開
始
当
初
は
伊
野
部
集
落
の
檀
徒
の
親
子
で
あ
っ
た
が
、

徐
々
に
活
動
の
情
報
が
広
ま
り
、
周
辺
の
八
日
市
や
近
江
八

幡
の
新
興
住
宅
地
に
居
住
す
る
親
子
も
増
え
て
き
た
。

（
四
）�「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」
の
取
り
組
み
か
ら
見
え
て
く
る

も
の

現
在
、
厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
地
域
の
子
育
て
支
援
の
拠

点
は
全
国
で
四
〇
〇
〇
ヶ
所
以
上
に
の
ぼ
り
、
目
的
と
し
て

は
、
急
速
に
進
む
核
家
族
化
に
よ
る
子
育
て
家
庭
の
孤
立
を

防
ぐ
た
め
、
親
子
が
気
兼
ね
な
く
集
い
、
つ
な
が
り
を
持
っ

て
子
育
て
を
共
に
考
え
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
運
営
母
体
は
市
町
村
の
直
営
か
ら
社
会

福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ
の
委
託
な
ど
様
々
で
あ
り
、
担

当
者
の
能
力
や
実
践
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
成
果
が
一
定

で
は
な
い
な
ど
、
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
寺
院
で
取
り
組
む
子
育
て
支
援
に
は

様
々
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
本
来
、

仏
教
が
悠
久
の
時
間
を
経
て
受
け
継
い
で
き
た
思
想
の
中
に

は
、
子
育
て
や
人
々
の
繋
が
り
を
つ
く
る
た
め
の
知
恵
が
語

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
章
（
二
）
で
、
池
口
龍
法
氏
も
語
っ
て
い
た

よ
う
に
、
寺
院
は
日
本
の
歴
史
や
文
化
が
詰
ま
っ
て
い
る
空

間
で
あ
る
。
子
ど
も
達
も
そ
う
で
あ
る
が
特
に
若
い
母
親
た

ち
に
と
っ
て
、
長
期
間
、
活
動
を
続
け
る
中
で
、
自
然
な
か

た
ち
で
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
む
機
会

と
な
っ
て
い
る
。
寺
院
で
行
う
子
育
て
支
援
は
、
公
民
館
や

図
書
館
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
空
間
と
は
ま
た
違
っ
た
成

果
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

正福寺がある伊野部集落の様子「サラナ親子教室」のようす（1）

東近江市五個荘伊野部の正福寺「サラナ親子教室」のようす（2）
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第
三
章
　
将
来
社
会
の
寺
院
の
あ
り
方

（
一
）
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
の
将
来

関
氏
が
、
こ
こ
正
福
寺
で
始
め
た
「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」

と
は
、
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
で
生
ま
れ
た
、
本
山
と
末
寺
、

そ
し
て
檀
信
徒
の
繋
が
り
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
活
動
の

一
環
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、
核
家
族
化
が
進
行

し
、
先
祖
や
親
族
と
の
繋
が
り
や
信
仰
心
の
希
薄
化
を
食
い

止
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
平

成
十
年
（
一
九
九
八
）
に
「
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
」
は
ス
タ
ー

ト
し
た
。「
サ
ラ
ナ
」
と
は
古
代
イ
ン
ド
パ
ー
リ
語
で
「
安

ら
ぎ
の
場
」「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

関
氏
は
、
現
在
、
正
福
寺
の
実
績
を
認
め
ら
れ
、
親
子
教

室
の
担
い
手
を
育
成
す
る
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
事
業
推
進
の
主

幹
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
現
在
、
全
国

二
一
ヶ
所
の
浄
土
宗
寺
院
で
、教
室
が
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、

関
氏
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
と
実
感
し
て
い
る
。正
福
寺
で
は
、

こ
の
教
室
を
続
け
る
中
で
、
お
寺
が
地
域
の
中
で
開
か
れ
た

存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
関
氏
は
、
約
四
十
数
戸
の
地
域
住

民
の
顔
と
名
前
が
一
致
し
、
概
ね
家
族
構
成
も
わ
か
っ
て
い

る
と
い
う
。
最
近
は
、
集
落
の
人
口
も
少
し
戻
っ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
は
、所
帯
を
持
つ
と
他
地
域
に
移
っ
て
い
っ
た
が
、

敷
地
内
に
家
を
建
て
て
三
世
代
で
住
む
家
族
が
出
て
き
た
。

こ
れ
は
、
子
育
て
の
環
境
を
含
め
た
集
落
の
住
民
の
行
き
届

い
た
配
慮
を
土
台
と
す
る
居
心
地
の
良
さ
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
。

集
落
の
共
有
財
産
で
あ
る
裏
山
の
里
山
復
活
運
動
や
、
田

畑
を
使
う
こ
と
な
ど
自
然
と
の
共
生
を
実
現
で
き
る
暮
ら
し

の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
本
全
体
の
人
口
減
少
は
、
地
方
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を

与
え
る
。
地
方
で
暮
ら
す
こ
と
の
良
さ
、
価
値
観
の
転
換
が

必
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
地
方
の
寺
院
が
中
心
と

な
り
様
々
な
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
が
、
大
き
な
社
会
問
題

を
解
決
す
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

今
回
、
関
氏
を
取
材
し
て
、
地
方
の
寺
院
が
、
そ
の
地
域

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
な
、
檀
信
徒
と
共
に
寺
院
が
行

う
取
り
組
み
が
よ
り
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ

の
た
め
に
も
、
五
個
荘
伊
野
部
集
落
を
よ
り
良
い
地
域
に
す

る
こ
と
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
強
い
意

志
を
感
じ
た
。

（
二
）�「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）」

と
い
う
視
点

今
回
の
論
考
で
は
、
寺
院
の
事
例
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、「
将
来
社
会
の
社
寺
の
役
割
と
は
何
か
。」
と
し
て
神

社
も
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。

滋
賀
県
内
の
寺
院
が
小
さ
な
集
落
内
に
少
な
い
檀
信
徒
を

抱
え
な
が
ら
現
代
社
会
に
息
づ
い
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
近

世
の
ム
ラ
社
会
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
。
近
世
の
寺
院
の
役

割
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
寺
請
制
度

に
よ
っ
て
、ム
ラ
人
と
し
て
集
落
の
一
員
と
な
る
た
め
に
は
、

集
落
内
の
寺
院
の
宗
門
改
帳
に
名
前
が
記
載
さ
れ
、
寺
請
証

文
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
こ
れ

が
今
で
言
う
戸
籍
で
あ
り
住
民
票
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
受

け
付
け
発
行
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
の
が
集
落
の
寺
院
で

あ
っ
た（

十
）。

寺
院
に
い
る
住
職
は
、
識
字
率
が
低
い
ム
ラ
社
会
に
あ
っ

て
文
字
が
読
め
、
書
け
た
。
同
じ
宗
派
の
住
職
と
の
連
携
も
、

多
少
は
あ
っ
た
か
ら
、
ム
ラ
以
外
の
情
報
も
入
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
達
に
文
字
や
道
徳
を
教
授
し
、
宗
派

の
法
要
や
宗
教
行
事
に
合
わ
せ
て
飲
食
の
振
る
舞
い
が
あ

り
、
地
方
か
ら
や
っ
て
く
る
芸
能
者
の
芸
能
を
披
露
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

住
職
は
、
檀
信
徒
の
悩
み
事
、
相
談
事
に
耳
を
傾
け
、
本

尊
に
対
す
る
信
仰
や
地
蔵
講
、
観
音
講
な
ど
の
講
と
い
う
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
寺
院
の
敷
地
内
は
様
々
な
形
で
心

の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
。ま
た
、寺
院
は
、宗
教
的
ア
ジ
ー

ル
の
よ
う
な
空
間
で
あ
り
、
ム
ラ
を
領
有
す
る
領
主
や
代
官

な
ど
の
ム
ラ
以
外
の
大
き
な
組
織
の
圧
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
る
自
由
な
場
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

当
時
の
寺
院
は
、
市
役
所
の
支
所
機
能
、
子
ど
も
の
教
育
、

生
涯
学
習
、
心
の
ケ
ア
、
芸
能
な
ど
の
楽
し
み
、
何
事
に
も

と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
を
持
つ
こ
と
も
で
き
る
自
由
な
所
で

あ
っ
た
。
現
代
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
対
し
て
比
べ

物
に
な
ら
な
い
大
切
な
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
現
代
で
は
、
地
方
の
市
町
村
内
に
あ
る
小
学
校
区

を
単
位
と
し
た
自
治
会
組
織
の
課
題
を
整
理
し
て
み
る
と
、

人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
と
い
う
大
前
提
の
課
題
か
ら
派
生

す
る
、
孤
独
な
核
家
族
世
帯
、
高
齢
者
の
単
身
世
帯
な
ど
の

増
加
、
そ
こ
に
子
ど
も
の
教
育
、
心
の
ケ
ア
な
ど
の
福
祉
問

題
、
地
域
経
済
の
疲
弊
に
よ
る
地
域
の
全
体
の
寂
寥
感
な
ど

が
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
の
検
証
を
目
的
と
し
て
昨
今
で
は
社
寺

と
い
う
も
の
が
持
つ
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会

将来社会における社寺の可能性　―京都龍岸寺と東近江正福寺の取り組みを中心に― 10



関
係
資
本
）」
の
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係

資
本
）」
と
は
、
人
と
人
が
繋
ぐ
人
間
関
係
か
ら
生
ま
れ
る

心
の
豊
か
さ
な
ど
を
指
す
地
域
社
会
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

ソ
フ
ト
面
の
資
本
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
ロ
バ
ー
ト
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、「
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
の
三
つ
の
要
素
と
し
て
信
頼
（
自

発
的
な
協
力
を
生
み
出
し
、
自
発
的
な
協
力
が
信
頼
を
増
幅

さ
せ
る
）・
規
範
（
相
互
依
存
的
な
利
益
交
換
か
ら
生
ま
れ

る
互
酬
性
の
規
範
）・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
協
力
を
も
と
に
し

た
個
人
や
集
団
の
つ
な
が
り
）
と
し
、
ア
メ
リ
カ
の
地
域
に

お
け
る
共
同
体
の
衰
退
に
つ
い
て
の
論
文
で
そ
の
重
要
性
を

訴
え
た
。

寺
院
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
地
域
の
住
職
と
檀
信
徒
の
信

頼
と
規
範
と
い
う
つ
な
が
り
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
他
の
地

域
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と

の
研
究
報
告
も
さ
れ
て
い
る

（
十
一
）。

今
回
取
材
し
た
京
都
市
龍
岸
寺
と
東
近
江
市
正
福
寺
。
ど

ち
ら
の
寺
院
も
信
頼
・
規
範
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
備
え
た

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）」
と
い
う

大
切
な
資
本
を
持
っ
て
活
動
し
、
具
体
的
に
一
つ
ず
つ
検
証

し
た
わ
け
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
幾
つ
か

の
社
会
課
題
が
解
決
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

寺
院
以
外
に
も
、
多
彩
な
活
動
を
し
て
い
る
多
く
の
寺
院
の

存
在
も
知
っ
た
。

寺
院
と
い
う
空
間
に
は
、
宗
派
を
超
え
て
様
々
な
文
化
や

思
想
が
詰
ま
っ
て
い
る
。一
言
で
は
も
ち
ろ
ん
、何
日
か
か
っ

て
も
そ
れ
を
全
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
複
雑
で
難

し
い
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
と
も
言
わ
れ
る
が
、
逆
に
考

え
れ
ば
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
特
に
人
口
減
少
、

少
子
高
齢
社
会
の
中
に
お
い
て
は
、
生
命
の
考
え
方
や
、
癒

し
な
ど
、
心
の
ケ
ア
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
象
を
寺
院
が
受
け
止
め
て
い
く
必

要
も
あ
る
。

こ
の
項
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
今
回
は
、
寺
院
の
事
例

に
か
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
筆
者
は
過
去
の
論
考
の
中
で
、

神
社
の
新
し
い
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る

（
十
二
）。

今
後
、
地
域

に
暮
ら
す
我
々
は
社
寺
と
い
う
貴
重
な
存
在
を
意
識
し
て
、

何
か
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
、
門
や
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
み
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

謝
辞最

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
お
忙
し
い
中
、
取
材
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
龍
岸
寺
住
職
池
口
龍
法
様
、
正
福
寺
の
住

職
関
正
見
様
、「
て
ら
＊
ぱ
る
む
す
」
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を

手
が
け
る
成
安
造
形
大
学
地
域
実
践
領
域
二
年
生
三
輪
泰
生

さ
ん
に
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま

す
。

・
相
澤
秀
生
、
川
又
俊
則
編
著
『
岐
路
に
立
つ
仏
教
寺
院
』（
法
蔵
館　

二
〇
一
九
年
）

・
櫻
井
義
秀
、
川
又
俊
則
編
『
人
口
減
少
社
会
と
寺
院　

ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ピ
タ
ル
の
視
座
か
ら
』（
法
蔵
館　

二
〇
一
六
年
）

・
広
井
良
典『
人
口
減
少
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
』（
東
洋
経
済　

二
〇
一
九
年
）

注
釈（

一
） 

令
和
元
年
度
『
宗
教
年
鑑
』
に
よ
る
平
成
三
〇
年
一
二
月

三
十
一
日
現
在
の
数
値

（
二
） 

（
一
社
）
日
本
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
協
会
の
令
和
元
年

十
一
月
発
表
の
数
値

（
三
） 

令
和
元
年
度
『
宗
教
年
鑑
』
に
よ
る
平
成
三
〇
年
一
二
月

三
十
一
日
現
在
の
数
値

（
四
） 

浄
土
宗
龍
岸
寺
：
京
都
市
下
京
区
塩
小
路
通
大
宮
東
入
八
条
坊

門
町
五
六
四
番
地

（
五
） 

大
谷
栄
一
編
『
と
も
に
生
き
る
仏
教
−
お
寺
の
社
会
活
動
最
前

線
』
筑
摩
書
房
二
〇
一
九
年

（
六
） 

参
加
者
は
全
員
男
性
。
年
齢
層
は
三
〇
代
か
ら
五
〇
代
程
度
ま

で
幅
広
い
。
熱
心
な
仏
教
の
信
徒
も
お
ら
れ
た
。

（
七
） 

総
務
省
が
二
〇
一
九
年
七
月
に
発
表
し
た
住
民
基
本
台
帳
に
基

づ
く
人
口
動
態
調
査
で
、
滋
賀
県
の
二
〇
一
九
年
一
月
一
日
現

在
の
人
口
は
、
外
国
人
住
民
の
増
加
に
伴
っ
て
前
年
よ
り

四
四
五
人
（
〇
・
〇
三
％
）
増
え
、
一
四
二
万
八
〇
人
（
日
本

人
住
民
一
三
九
万
八
〇
六
人
、外
国
人
住
民
二
万
九
二
七
四
人
）

だ
っ
た
。
日
本
人
は
二
二
八
二
人
（
〇
・
一
六
％
）
減
っ
た
が
、

外
国
人
が
二
七
二
七
人
（
一
〇
・
二
七
％
）
増
え
て
二
年
ぶ
り

の
増
加
と
な
っ
た
。
年
齢
区
分
別
で
は
、
年
少
人
口
（
〇
〜

十
四
歳
）
の
割
合
が
全
国
二
位
の
十
四
・
一
三
％
、
生
産
年
齢

人
口（
十
五
〜
六
十
四
歳
）も
九
番
目
に
高
い
六
〇
・
四
五
％
で
、

他
府
県
と
比
べ
て
年
齢
構
成
が
若
い
傾
向
が
続
い
て
い
る

（
八
） 

櫻
井
義
秀
、川
又
俊
則
編『
人
口
減
少
社
会
と
寺
院　

ソ
ー
シ
ャ

参
考
文
献

・
大
谷
栄
一
編
『
と
も
に
生
き
る
仏
教　

―
お
寺
の
社
会
活
動
最
前
線
』 

（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
九
年
）

・
桜
井
邦
彦
『
人
口
減
少
寺
院
の
底
力
』（
興
山
社　

二
〇
一
八
年
）

・
櫻
井
義
秀
『
人
口
減
少
時
代
の
宗
教
文
化
論
』（
北
海
道
大
学
出
版
会　

二
〇
一
七
年
）
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ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
視
座
か
ら
』（
法
蔵
館　

二
〇
一
六
年
）「
第

四
章　

信
頼
は
醸
成
さ
れ
る
か　

―
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

那

須
公
昭
著
」
を
参
照

（
九
） 
総
本
山
知
恩
院
公
式W

eb

サ
イ
ト
内　

華
頂
特
集
記
事　

本

堂
再
建
―
檀
信
徒
の
決
意
―
参
照

（
十
） 

明
治
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
寺
請
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

政
府
の
方
針
に
よ
っ
て
、
郷
社
と
さ
れ
る
神
社
の
氏
子
と
な
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

（
十
一
） 

櫻
井
義
秀
、川
又
俊
則
編『
人
口
減
少
社
会
と
寺
院　

ソ
ー
シ
ャ

ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
視
座
か
ら
』（
法
蔵
館　

二
〇
一
六
年
）「
第

四
章　

信
頼
は
醸
成
さ
れ
る
か　

―
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

那

須
公
昭
著
」
を
参
照

（
十
二
） 

加
藤
賢
治
著
「
寄
人
衆
の
役
割
に
見
る
五
箇
祭
〜
多
様
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
結
び
、
支
え
る
祭
礼
の
一
事
例
」
成
安
造
形
大

学
附
属
近
江
学
研
究
所
紀
要
6
号
（
二
〇
一
七
）

 

加
藤
賢
治
著
「
近
江
の
“
サ
ン
ヤ
レ
”
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

―
大
津
市
真
野
の
“
サ
ン
ヤ
レ
祭
り
”
と
栗
東
市
大
宝
神
社
の

“
サ
ン
ヤ
レ
踊
り
”
を
例
に
―
」（
二
〇
一
八
）

将来社会における社寺の可能性　―京都龍岸寺と東近江正福寺の取り組みを中心に― 12
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編
集
後
記

本
紀
要
で
は
本
学
研
究
員
か
ら
の
論
考
２
編
と
、
近
江
学
研
究
所

主
催
の
公
開
講
座
・
近
江
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
員
限
定
講
座
の
報
告
1

編
を
掲
載
し
ま
す
。

加
藤
研
究
員
の
論
考
は
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
現
代
的
課
題
を
抱

え
る
中
で
近
年
地
域
の
核
と
し
て
活
発
に
活
動
し
て
い
る
２
つ
の
寺

院
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
将
来
社
会
に
お
け
る
社
寺
の
可
能
性
を

考
察
し
て
い
ま
す
。石
川
研
究
員
は
、近
江
の
４
つ
の
地
域
を
め
ぐ
っ

て
出
会
っ
た
独
特
な
魅
力
を
掘
り
下
げ
て
「
近
江
の
懐
を
め
ぐ
る 

３
」
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。「
講
座
の
報
告
」
で
は
、

平
成
31
・
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
度
に
開
講
し
た
１
５
８
回
～

１
６
８
回
ま
で
の
講
座
概
要
を
報
告
し
て
い
ま
す
。

本
号
発
行
予
定
の
３
月
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行
の

ニ
ュ
ー
ス
が
連
日
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
日
常
的
な
事
態
に
よ
っ

て
社
会
の
基
盤
が
ゆ
ら
ぎ
不
安
が
広
が
る
中
で
、
人
々
の
心
を
つ
な

ぎ
支
え
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
本
研
究
所
で
は
、

近
江
に
内
在
す
る
普
遍
的
な
美
や
か
け
が
え
の
な
い
価
値
な
ど
に
つ

な
が
る
よ
う
な
研
究
を
今
後
も
積
み
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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