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日
本
各
地
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
や

地
域
福
祉
と
の
連
携
な
ど
、
多
様
な
社
会

活
動
に
取
り
組
む
お
寺
の
活
動
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。
震
災
時
、
傷
つ
い
た
人
々
を

物
心
両
面
か
ら
支
え
た
僧
侶
た
ち
の
働
き

も
記
憶
に
新
し
い
。
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
と

企
画
力
で
、
仏
教
を
通
じ
た
よ
り
よ
い
社

会
づ
く
り
に
奔
走
す
る
若
い
世
代
の
僧
侶

も
増
え
て
き
た
。
今
回
は
、
次
代
を
担
う

方
々
の
参
加
を
得
て
、
お
寺
に
期
待
さ
れ

る
役
割
や
お
寺
を
拠
点
と
し
た
未
来
づ
く

り
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
し
た
。

　
　
　
◇
　
◇
　
◇

―
皆
さ
ん
際
立
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
で

す
ね
。

本
多　
東
京
両
国
の
回
向
院
で
生
ま
れ
育

ち
ま
し
た
。
も
と
は
天
災
で
亡
く
な
っ
た

無
縁
仏
を
供
養
す
る
天
災
寺
で
、
寺
号
は

「
無
縁
寺
」
、
山
号
は
「
諸
宗
山
」
と
い

う
、
な
か
な
か
め
ず
ら
し
い
お
寺
で
す
。

将
来
宗
教
者
に
な
る
な
ら
、
い
ろ
い
ろ
な

宗
教
の
こ
と
を
学
ば
ね
ば
と
い
う
父
の
考

え
で
、
小
中
高
は
あ
え
て
キ
リ
ス
ト
教
系

の
学
校
に
通
い
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
師

も
多
く
、
影
響
は
受
け
ま
し
た
が
、
仏

教
へ
の
信
仰
心
が
揺
ら
い
だ
こ
と
は
な

か
っ
た
で
す
ね
。
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
系

の
上
智
大
学
で
は
理
工
学
部
で
数
学
を

専
攻
し
ま
し
た
が
、
在
学
中
に
修
行
し
て

僧
籍
を
得
ま
し
た
。
卒
業
後
は
、
や
は
り

社
会
を
知
る
た
め
に
企
業
に
就
職
し
て

税
理
士
業
務
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
が

３
年
後
に
寺
に
戻
り
、
今
に
至
り
ま
す
。

小
野　
天
台
宗
の
お
寺
が
実
家
で
す
。
私

で
43
代
目
と
い
う
、
僧
侶
に
な
る
の
が
当

た
り
前
と
い
う
環
境
で
し
た
が
、
在
家
か

ら
僧
侶
に
な
っ
た
祖
父
を
通
じ
て
世
間

を
知
る
大
切
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
高

校
と
大
学
は
ユ
ニ
ー
ク
に
過
ご
し
ま
し

た
。
都
立
国
際
高
校
で
は
宗
教
の
違
い
や

多
様
性
の
本
質
を
肌
で
感
じ
ま
し
た
し
、

大
学
も
視
野
を
な
る
べ
く
広
げ
た
く
て

留
学
提
携
先
が
一
番
多
い
早
稲
田
を
選

び
ま
し
た
。
在
学
中
に
比
叡
山
で
加け

行ぎ
ょ
う

（
修
行
）
を
し
て
か
ら
渡
米
し
ま
し
た

が
、
加
行
で
得
た
仏
教
者
、
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
感
謝
の
念

を
も
っ
て
留
学
し
た
の
は
大
き
か
っ
た

で
す
。
日
本
の
和
の
精
神
を
伝
え
る
難
し

さ
も
知
り
ま
し
た
。
卒
業
後
は
、
社
会
を

知
る
べ
く
一
般
企
業
に
就
職
し
ま
し
た
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が
、
日
本
仏
教
の
可
能
性
を
最
大
化
し
て

活
用
す
る
組
織
が
必
要
だ
と
考
え
、
株
式

会
社
で
あ
り
つ
つ
利
他
を
大
事
に
経
営

す
る
「
結
縁
企
画
」
を
起
業
し
ま
し
た
。

―
は
ー
、
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
ユ
ニ
ー
ク
か

つ
熱
い
、
厚
い
で
す
！
井
出
さ
ん
は
僧
侶

で
は
な
く
こ
の
世
界
に
。
お
寺
の
経
営
に

注
目
し
た
き
っ
か
け
は
？

井
出　
私
は
宗
教
的
な
環
境
で
生
ま
れ

育
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
高
校
生
の
頃

に
オ
ウ
ム
真
理
教
が
社
会
問
題
に
な
っ

た
の
で
、
宗
教
は
「
い
か
が
わ
し
い
も

の
」
と
し
て
意
識
し
始
め
、
む
し
ろ
遠
ざ

け
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
人
間
探
究
が

好
き
で
、
大
学
で
は
中
国
哲
学
を
専
攻
し

ま
し
た
。
就
職
時
は
不
良
債
権
処
理
問
題

の
頃
で
、
人
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
お
金
に

振
り
回
さ
れ
る
の
か
、
お
金
の
流
れ
を
知

り
た
い
と
思
い
、
銀
行
に
入
り
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
マ
ク
ロ
な
お
金
の
流
れ
に
触

れ
る
部
署
に
配
属
さ
れ
、
行
き
場
を
失
っ

た
お
金
が
銀
行
の
な
か
に
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ

ぶ
余
っ
て
い
る
状
態
を
見
て
、
今
後
社
会

が
活
発
に
動
い
て
発
展
し
て
い
く
た
め

の
原
動
力
は
お
金
で
は
な
い
と
直
感
し

ま
し
た
。

―
そ
こ
が
、
分
か
れ
道
だ
っ
た
の
で
す

ね
。
頼
も
し
い
で
す
。

井
出　
そ
の
後
就
い
た
経
営
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
の
仕
事
で
は
、
人
間
が
ど
ん
ど

ん
小
粒
化
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
世

の
中
が
急
速
に
変
化
し
て
い
る
の
に
企

業
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
枠
組
み
で
し
か
物

事
を
考
え
ら
れ
な
い
思
考
の
狭
さ
。
深
い

懐
で
人
心
を
束
ね
て
い
く
度
量
が
見
ら

れ
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
て
い
た
時

に
、
た
ま
た
ま
仏
教
と
出
会
い
、
資
本
主

義
の
最
前
線
で
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た

温
か
さ
や
思
想
、
哲
学
を
感
じ
、
仏
教
に

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
切
り
拓
く
人
づ
く

り
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。

仏
教
が
す
べ
て
を
解
決

す
る
と
は
思
い
ま
せ
ん

が
、
日
本
人
の
コ
ア
と

な
る
価
値
観
の
一
つ
だ

と
考
え
ま
す
。

―
い
か
に
「
シ
ェ
ア
」

拡
大
を
図
る
か
と
い
う

従
来
型
の
資
本
主
義
だ

け
で
は
な
く
、
い
か
に

分
け
合
う
か
の
「
シ
ェ

ア
」
に
価
値
観
が
動
き

始
め
て
い
る
と
感
じ
ま
す
が
、
仏
教
の
教

え
そ
の
も
の
な
の
で
す
ね
。

新
し
い
取
り
組
み
の
背
景
は

原
点
回
帰

―
「
寺
カ
フ
ェ
」
と
い
う
の
も
何
か
企
み

が
あ
り
そ
う
で
す
ね
（
笑
）
。
な
ぜ
お
寺

で
カ
フ
ェ
な
の
で
し
ょ
う
。

小
野
　
日
本
に
は
現
在
約
７
万
７
０
０
０

も
の
寺
院
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
お
寺
は

「
入
っ
て
は
い
け
な
い
所
」
だ
と
思
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
隔
離
さ
れ
た
世
界
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
結
縁
企
画

で
は
、
お
寺
が
「
開
か
れ
た
場
所
」
と
し

て
、
誰
も
が
気
軽
に
立
ち
寄
る
こ
と
が
で

き
て
、
い
つ
で
も
お
坊
さ
ん
と
話
が
で

き
て
、
い
つ
で
も
誰
か
が
お
寺
に
い
る
、

そ
ん
な
風
景
を
実
現
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
域
、
社
会
に
開

か
れ
た
寺
院
づ
く
り
の
支
援
と
し
て
、

カ
フ
ェ
や
イ
ベ
ン
ト
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

す
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
隔
離
さ
れ

た
壁
を
「
O
P
E
N
」
と
掲
げ
た
カ
フ
ェ

で
と
っ
ぱ
ら
い
、
ま
ず
は
入
っ
て
い
い
ん

だ
と
思
っ
て
も
ら
う
。
カ
フ
ェ
を
通
じ
て

お
寺
と
い
う
場
を
開
き
、
皆
さ
ん
に
楽

し
ん
で
い
た
だ
く
。
お
檀
家
さ
ん
が
お
墓

参
り
を
し
た
後
は
も
ち
ろ
ん
、
お
檀
家

さ
ん
以
外
の
人
も
お
寺
に
来
て
く
れ
て
、

仏
教
に
触
れ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
も

な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

本
多　

実
は
戦
前
の
回
向
院
に
は
カ

フ
ェ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
境
内
に
勧

進
相
撲
の
土
俵
、
い
わ
ば
「
国
技
館
」

が
あ
っ
て
、
そ
の
横
に
茶
屋
が
あ
り
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
昔
の
お
寺
に
も
カ
フ
ェ

が
あ
っ
て
、
人
々
が
楽
し
ん
で
い
た
わ

け
で
す
。
千
葉
県
市
川
市
に
あ
る
回
向

院
別
院
で
は
、
小
野
さ
ん
に
「
カ
フ
ェ

テ
ラ
ス
回
向
院
」
を
ご
提
案
い
た
だ
き
、

回向院副住職　本多将敬さん

■ 特集：未来をつくるお寺の挑戦
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に
た
く
さ
ん
の
悩
め
る
僧
侶
が
来
ま
す
。

何
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

井
出　
江
戸
時
代
か
ら
３
０
０
年
以
上

続
い
て
き
た
檀
家
制
度
が
崩
壊
し
つ
つ

あ
る
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
存
在

基
盤
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
ヒ
ン
ト
を

求
め
て
来
ら
れ
ま
す
。

　
「
未
来
の
住
職
塾
」
は
、
最
新
の
経
営

学
と
豊
富
な
事
例
に
基
づ
い
た
学
習
を

提
供
し
、
次
世
代
に
繋
ぐ
お
寺
づ
く
り
の

あ
り
方
を
体
系
的
に
構
築
す
る
サ
ポ
ー

ト
を
し
ま
す
。
一
見
バ
ラ
バ
ラ
の
点
と
点

に
見
え
る
従
来
の
寺
業
を
ひ
と
つ
の
ビ

ジ
ョ
ン
に
統
合
し
て
お
寺
の
変
革
を
推

進
す
る
、
未
来
を
見
据
え
た
お
寺
の
リ
ー

ダ
ー
を
育
成
し
、
応
援
す
る
の
が
目
的

で
す
。
全
国
５
都
市
で
開
催
し
て
お
り
、

使
命
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
ビ
ジ
ョ
ン

と
戦
略
の
策
定
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
、

寺
業
計
画
発
表
の
５
回
講
座
で
す
。

　
経
営
が
テ
ー
マ
で
す
が
、
受
講
生
に
促

す
の
は
む
し
ろ
「
気
づ
き
」
で
し
ょ
う

か
。
何
百
年
続
く
組
織
と
い
う
の
は
日
本

を
見
渡
し
て
も
そ
う
そ
う
な
く
、
長
い

歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
こ
と
の

良
さ
や
ご
縁
の
厚
み
の
価
値
に
つ
い
て
、

１
年
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
気
づ

檀
家
さ
ん
以
外
の
地
元
の
方
々
が
足
を

運
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

お
坊
さ
ん
の
給
仕
は
ほ
っ
と
す
る
と
い

う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。
お
寺
の
場
合
、
費

用
対
効
果
の
「
効
果
」
の
部
分
は
信
仰
で

す
。
長
い
目
で
見
て
結
果
的
に
、
カ
フ
ェ

に
よ
っ
て
仏
教
に
関
心
を
持
つ
人
が
増

え
れ
ば
、
そ
れ
は
価
値
が
あ
る
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
。

井
出　

お
寺
は
、
そ
の
瞬
間
と
い
う

「
点
」
で
リ
タ
ー
ン
を
得
る
必
要
が
な

く
、
長
い
視
点
で
物
事
を
考
え
て
い
け
る

こ
と
が
特
徴
で
す
ね
。
何
か
施
し
を
し
た

効
果
は
、
長
い
目
で
見
る
と
、
巡
り
巡
っ

て
ト
ー
タ
ル
で
返
っ
て
く
る
。
お
寺
に
関

心
の
あ
る
層
を
増
や
し
た
り
、
檀
家
さ
ん

が
誇
り
を
感
じ
て
く
れ
て
お
寺
と
の
信

頼
関
係
を
強
め
た
り
。
今
の
世
の
中
、
長

い
目
で
価
値
や
成
果
を
考
え
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
て
、
ど
ん
ど
ん
短
縮
化
さ

れ
る
評
価
の
時
間
軸
に
、
人
々
の
短
い
人

生
が
絡
め
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
の
時

間
軸
の
長
さ
は
実
に
貴
重
で
す
。

―
四
半
期
で
成
果
を
問
わ
れ
、
追
い
詰
め

ら
れ
て
い
る
人
た
ち
は
多
い
で
す
ね
。
そ

う
は
い
う
も
の
の
、
「
未
来
の
住
職
塾
」

■ 特集：未来をつくるお寺の挑戦
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い
て
い
た
だ
く
。
闇
雲
に
新
し
い
こ
と
を

始
め
る
の
で
は
な
く
原
点
回
帰
し
て
足
元

を
見
つ
め
、
未
来
を
描
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

―
思
考
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
寄
せ
な
が
ら
、
原

点
に
戻
っ
て
考
え
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

な
の
で
す
ね
。
お
坊
さ
ん
力
を
高
め
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

井
出　

お
坊
さ
ん
は
「
教
え
の
メ
デ
ィ

ア
」
だ
と
思
う
の
で
す
。
媒
介
者
の
人
柄

を
通
じ
て
教
え
は
広
が
っ
て
い
く
。
人
柄

が
出
な
い
と
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身

を
い
い
意
味
で
開
放
し
て
も
ら
い
、
あ
の

手
こ
の
手
で
凝
り
固
ま
っ
た
価
値
観
を

マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
柔
ら
か

く
し
て
い
く
の
が
未
来
の

住
職
塾
で
す
。
１
年
間
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
、

お
寺
の
世
界
と
い
う
同
質

性
に
守
ら
れ
て
き
た
自
分

を
、
初
め
て
相
対
化
で
き

る
の
で
す
。
大
企
業
等
と

違
っ
て
、
お
寺
の
よ
う
な

小
さ
な
組
織
で
は
住
職
の

意
識
が
変
わ
る
と
、
も
の

す
ご
く
変
わ
り
ま
す
。

ト
ッ
プ
が
変
わ
る
と
組
織
が
劇
的
に
変
わ

る
の
で
す
。

　
未
来
の
住
職
塾
で
は
、
お
寺
を
変
え
て

い
こ
う
と
い
う
目
標
を
共
有
す
る
受
講
生

同
士
の
自
発
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま

れ
て
、
化
学
反
応
が
起
き
て
く
る
こ
と
を

重
視
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

―
井
出
さ
ん
の
よ
う
な
方
が
仏
教
界
に

入
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

い
か
が
で
す
か
？

本
多　
大
変
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
お
寺

で
育
っ
て
き
た
者
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ

な
視
点
か
ら
見
て
ご
意
見
い
た
だ
け
る
の

は
参
考
に
な
り
ま
す
。
「
人
柄
を
通
じ

て
、
媒
介
者
と
し
て
」
と
い
う
あ
た
り
か

ら
経
営
論
を
説
か
れ
て
い
る
の
が
本
質
的

で
す
ね
。

　
お
金
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
儲
け
る

こ
と
自
体
は
悪
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
何

の
た
め
に
儲
け
、
何
の
た
め
に
使
う
か
が

重
要
で
す
。
そ
こ
を
間
違
え
て
し
ま
っ
て

い
る
宗
教
者
も
い
る
と
思
う
の
で
す
。
仏

教
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
皆
幸
せ

で
あ
る
」
と
い
う
お
釈
迦
様
の
言
葉
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
贅

沢
の
た
め
で
な
く
、
社
会
み
ん
な
の
幸
せ

を
願
っ
て
、
そ
こ
に
使
う
た
め
に
何
と
か

お
金
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
い
う
の
は
、
決

し
て
悪
い
発
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金

を
稼
ぐ
意
味
を
は
き
違
え
て
し
ま
う
と
、

お
寺
は
危
な
い
で
す
。

井
出　
お
金
と
の
距
離
感
は
難
し
い
で
す

ね
。
極
端
に
お
金
に
執
着
す
る
か
、
や
た

ら
に
否
定
す
る
か
、
と
て
も
二
極
化
し
た

世
界
で
す
が
、
お
金
は
お
金
だ
と
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
に
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

お
寺
を
通
じ
た
寄
付
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

―
日
本
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
協
会
は
個
人

の
寄
付
文
化
の
醸
成
に
努
め
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
レ
ー
ザ
ー
と
し
て
は
古
く
は
行

基
が
有
名
で
す
が
、
お
寺
の
フ
ァ
ン
ド
レ

イ
ジ
ン
グ
機
能
を
社
会
に
循
環
さ
せ
、
個

人
の
寄
付
文
化
醸
成
に
繋
げ
ら
れ
な
い
も

の
で
し
ょ
う
か
？

小
野
　
人
は
物
事
が
可
視
化
で
き
な
い
と

こ
ろ
に
危
う
さ
を
感
じ
る
も
の
な
の
で
、

私
腹
を
肥
や
す
の
で
は
な
く
、
こ
う
い
う

こ
と
に
使
っ
た
、
社
会
に
と
っ
て
意
義
あ

る
こ
と
に
使
い
ま
し
た
、
と
伝
え
る
こ
と

は
大
事
で
す
ね
。
お
布
施
の
心
を
喚
起
す

る
の
も
お
寺
の
役
割
で
す
。
仏
教
の
修
行

で
獲
得
さ
れ
る
べ
き
心
「
六ろ

く
波は

羅ら

蜜み
つ
」
の

一
つ
は
お
布
施
で
す
。

井
出　
お
金
の
流
れ
は
公
開
し
た
ほ
う
が

隠
す
よ
り
も
リ
タ
ー
ン
が
大
き
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
未
来
の
住
職
塾
で
は
、
不
要

に
な
っ
た
書
籍
を
東
北
の
被
災
地
に
寄
付

す
る
「
古
本
勧
進
」
や
、
お
寺
に
お
供
え

さ
れ
る
お
菓
子
や
果
物
を
仏
様
か
ら
の
お

さ
が
り
と
し
て
頂
戴
し
、
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
家
庭
に
お
や
つ
と
し
て
お
届
け
す
る

「
お
寺
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
な
ど
の
寄
付
活

動
を
し
て
い
ま
す
が
、
と
て
も
反
響
が
あ

り
ま
す
。
お
寺
は
、
「
人
の
た
め
に
」
と

い
う
慈
悲
の
心
を
喚
起
し
、
マ
ッ
サ
ー
ジ

結縁企画代表取締役　小野 常寛さん
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し
ま
す
。
慈
悲
の
心
と
お
金
の
流
れ
を

セ
ッ
ト
に
で
き
る
と
い
う
、
大
き
な
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
お
寺
は
持
っ
て
い
ま
す
。

き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
人
間
は
い
く
ら
で
も

変
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
寺
が
い
ろ

い
ろ
な
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
く
。
お

寺
が
世
代
間
の
所
得
移
転
の
ハ
ブ
に
な
れ

る
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
。

―
ま
さ
に
お
寺
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
発
想

で
す
ね
。
た
だ
、
天
災
寺
と
し
て
長
い
時

間
軸
の
な
か
で
地
域
の
ハ
ブ
に
な
っ
て
こ

ら
れ
た
回
向
院
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
？

本
多　
公
開
が
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
な
ら

な
い
場
面
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
個
々

と
を
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
か
？

本
多　
共と

も
生い
き
社
会
、
連
帯
社
会
の
隠
れ
た

中
心
で
あ
り
た
い
で
す
ね
。
前
面
に
出
る

必
要
は
な
い
し
、
お
寺
が
な
く
て
は
だ
め

だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
な
ん
と
な
く
お

寺
が
あ
っ
た
、
く
ら
い
で
い
い
の
で
す
。

自
分
だ
け
よ
け
れ
ば
と
か
、
目
に
見
え
な

い
も
の
は
関
係
な
い
な
ど
の
唯
物
的
な
考

え
で
な
く
、
時
間
軸
も
空
間
軸
も
と
っ
ぱ

ら
っ
て
、
皆
で
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う

社
会
づ
く
り
の
中
心
に
、
お
寺
が
存
在
し

て
い
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
中

核
に
あ
っ
て
、
文
化
、
福
祉
、
教
育
、
社

会
貢
献
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
素
地
づ

く
り
の
一
つ
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
の
方
と
手
を
携

え
て
い
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。
11
月

に
は
東
日
本
大
震
災
の
復
興
支
援
と
し
て

「
平
成
の
出で

開か
い
帳ち
ょ
う」
と
題
し
て
、
宮
城
県

気
仙
沼
の
地じ

福ふ
く
寺じ

か
ら
お
地
蔵
さ
ん
を
お

招
き
し
、
地
域
の
方
々
と
と
も
に
盛
り
上

げ
ま
す
。

小
野　
一
番
の
夢
は
、
日
本
の
仏
教
の
す

ば
ら
し
さ
、
和
の
精
神
を
伝
え
る
、
国
際

的
な
僧
侶
に
な
る
こ
と
で
す
。
日
本
仏
教

の
「
良
い
加
減
」
を
も
っ
た
側
面
、
ア
ニ

の
お
布
施
の
額
、
平
均
値

な
ど
が
も
し
公
開
さ
れ
れ

ば
、
個
人
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
情
に
寄
り
添
い
に
く
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
お

寺
に
お
越
し
に
な
る
の

は
、
必
ず
し
も
裕
福
な
方

ば
か
り
で
は
な
く
、
お
金

で
は
な
い
「
行
為
」
で
の

お
布
施
も
あ
り
ま
す
。
す

べ
て
が
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ズ

さ
れ
る
と
、
お
布
施
＝
お

金
と
い
う
固
定
概
念
を
植
え
つ
け
か
ね
な

い
と
の
懸
念
は
あ
り
ま
す
。
知
ら
れ
な
い

こ
と
で
寄
付
の
心
を
広
げ
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
。

「
チ
ャ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
考
え
方
は
、

貧
し
い
人
に
施
し
を
与
え
る
と
い
う
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
上
か
ら
目
線
で
す
が
、

仏
教
の
場
合
は
と
も
に
皆
で
生
き
て
い
こ

う
、
幸
せ
に
な
ろ
う
と
、
横
に
手
を
携
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
あ
ま
り
う
ま
く
伝
え

る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
ま

す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
い
い
ま
す
が
、

「
会
っ
た
こ
と
の
な
い
人
も
含
め
、
す
べ

て
の
命
に
感
謝
す
る
」
と
い
う
意
味
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
心
は
、
お
坊

さ
ん
と
し
て
し
っ
か
り
伝
え
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
私
ど
も
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
の
本
質

と
同
じ
で
す
。
日
本
型
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ

ピ
ー
の
有
り
様
は
、
仏
教
性
を
持
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
お
寺
の
魅
力
を
外
か
ら

感
じ
取
ら
れ
た
井
出
さ
ん
、
そ
の
醍
醐
味

は
？

井
出　
数
百
年
に
わ
た
っ
て
地
域
社
会
に

存
在
し
続
け
て
い
る
の
は
お
寺
か
神
社
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
は
、
人
の
記
憶
や

地
域
社
会
の
物
語
を
、
次
世
代
の
人
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
数
百
年
の
物
語

を
見
続
け
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
を
伝
え

て
い
く
わ
け
で
す
。
人
に
ル
ー
ツ
を
考
え

る
き
っ
か
け
や
素
材
を
提
供
で
き
る
、
何

か
し
ら
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
貴
重
な
財
産
で
す
。
お
坊
さ
ん
に
聞
く

祖
先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ほ
ど
人
の
心
に
響
く

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
。

長
い
時
間
軸
で
の
取
り
組
み

―
お
葬
式
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
人
生
に

お
け
る
伴
走
者
、
仲
間
と
し
て
、
代
々
お

寺
や
お
坊
さ
ん
と
お
付
き
合
い
が
で
き
た

ら
い
い
で
す
よ
ね
。
今
後
ど
の
よ
う
な
こ

お寺の未来副代表理事　井出悦郎さん
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ミ
ズ
ム
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
合
わ
さ
っ
た

よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
包
括
で
き

る
、
ゆ
る
っ
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
宗
教
の

価
値
を
、
し
っ
か
り
伝
え
た
い
。
日
本
に

来
る
外
国
人
も
増
え
て
く
る
と
思
い
ま
す

が
、
日
本
の
一
丁
目
一
番
地
で
あ
る
日
本

仏
教
を
伝
え
た
い
。
お
寺
は
時
間
も
空
間

も
超
え
ら
れ
る
場
所
で
す
の
で
、
そ
こ
で

日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ
て
ほ

し
い
。
カ
フ
ェ
は
そ
の
入
口
な
の
で
す
。

―
日
本
仏
教
。
日
本
の
歴
史
、
風
土
、
文

化
の
な
か
で
生
き
続
け
た
仏
教
。
そ
こ
に

こ
れ
か
ら
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
で
す
。

井
出　
「
お
寺
の
未
来
」
で
は
「
一
人
ひ

と
り
が
よ
き
お
寺
と
出
会
う
ご
縁
を
育

み
、
あ
な
た
の
安
心
に
満
ち
た
日
々
の
歩

み
を
支
え
ま
す
」
と
い
う
使
命
を
掲
げ
て

い
ま
す
。
お
寺
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
を

追
求
し
て
い
く
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
あ
っ
た
人
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い

で
す
。

―
最
後
に
、
一
般
人
代
表
と
し
て
お
寺
の

可
能
性
と
期
待
を
。

井
出　
成
果
や
目
的
に
縛
ら
れ
る
世
の
中

に
あ
っ
て
、
お
寺
は
代
替
的
な
価
値
観
を

提
供
す
る
存
在
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
既
存

の
価
値
観
に
自
分
を
は
め
込
ま
ね
ば
な
ら

な
い
現
代
社
会
で
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ

る
人
々
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
っ

て
ほ
し
い
。
対
価
性
に
溢
れ
た
世
の
中

で
、
お
互
い
に
信
頼
し
分
け
合
う
、
人
と

人
の
繋
が
り
が
満
ち
溢
れ
た
良
い
社
会

を
、
お
寺
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
に
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
し
た
い
で
す
。
も
と
も
と
大
乗

仏
教
は
お
坊
さ
ん
と
在
家
が
一
緒
に
起
こ

し
た
一
大
運
動
で
し
た
。
そ
の
原
点
に
回

帰
し
て
日
本
の
仏
教
界
に
も
新
し
い
方
法

が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

―
仏
教
性
は
、
日
本
人
の
遺
伝
子
に
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
市
民
性
と
仏
教
性
の

結
節
点
で
あ
る
お
寺
を
核
に
、
皆
さ
ん
の

ロ
ッ
ク
で
ジ
ャ
ジ
ー
な
対
話
で
、
日
本
の

童
謡
の
心
を
通
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

　
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
２
０
１
４
年
７
月
２
日　
日
本
フ
ィ
ラ

ン
ソ
ロ
ピ
ー
協
会
に
て
】
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