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序
論 

 

寺
院
活
動
を
行
っ
て
い
く
上
で
︑
﹁
人
﹂
と
い
う
存
在
な
し
に
は
活
動
す
ら
で
き
な
い
︒
お
寺
を
建
築
物
と
し
て
見
る
な
ら
︑
本

堂
・
本
像
・
境
内
等
の
伽
藍
形
式
が
現
存
し
て
い
れ
ば
観
光
寺
院
と
し
て
数
十
年
は
残
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
伝
道
活
動
を
基
盤
と
し

て
活
動
し
て
い
く
寺
院
で
は
伝
道
者
と
聴
聞
者
が
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
︒
さ
ら
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
︑
修
行
や
自
力
に
頼

る
伝
道
活
動
は
行
わ
な
い
︒
そ
う
考
え
る
と
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
︑
伝
道
活
動
を
行
っ
て
い
く
上
で
﹁
人
﹂
︵
門
徒
・
聴
聞
者
︶

が
い
て
こ
そ
の
寺
院
活
動
と
い
う
定
義
に
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 

内
閣
府
の
令
和
元
年
の
調
査
で
は
︑
日
本
の
人
口
は
１
億
２
６
１
７
万
人
で
あ
り
︑
６
５
歳
以
上
の
人
口
は
３
５
８
９
万
人
で
あ

る
︒
総
人
口
に
対
す
る
割
合
は
︑
２
８
．
４
％
で
あ
る
︒
６
５
歳
以
上
の
人
口
の
う
ち
︑
﹁
６
５
～
７
４
歳
人
口
﹂
は
１
７
４
０
万

人
︵
総
人
口
の
１
３
．
８
％
︶︑
﹁
７
５
歳
以
上
人
口
﹂
は
１
８
４
９
万
人
︵
総
人
口
の
１
４
．
７
％
︶
で
あ
る
︒

１

 
 

こ
の
日
本
の
社
会
情
勢
は
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
徒
数
に
も
比
例
す
る
だ
ろ
う
︒
高
齢
者
の
割
合
が
増
え
て
い
る
の
は
現
状
で

あ
り
︑
こ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
︑
将
来
︑
門
信
徒
が
ゼ
ロ
に
な
る
確
率
が
高
い
寺
院
が
多
く
存
在
し
て
い
る
現
状
が
わ
か
る
︒

そ
れ
は
都
市
寺
院
に
は
数
十
年
先
︑
も
し
く
は
訪
れ
な
い
問
題
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
地
方
寺
院
特
に
過
疎
地
域
寺
院
に
は
そ
の

問
題
が
起
き
始
め
て
い
る
寺
院
も
多
々
挙
げ
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
過
疎
地
域
寺
院
特
に
﹁
離
島
寺
院
﹂
に
着
目
し
︑
現
在
起
き
て
い

る
状
況
等
を
調
査
・
研
究
を
行
い
︑
離
島
寺
院
の
実
態
や
将
来
性
を
ま
と
め
て
い
く
︒
こ
の
研
究
が
他
寺
院
に
と
っ
て
一
つ
の
事
例

と
し
て
も
ら
い
た
い
︒ 

本
論
文
で
取
り
上
げ
る
寺
院
は
山
口
県
下
関
市
六
連
島
西
教
寺
︒
妙
好
人
﹁
お
軽
同
行
﹂
を
生
ん
だ
六
連
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い



 2 

る
島
で
あ
る
︒
研
究
過
程
は
︑
六
連
島
・
西
教
寺
の
歴
史
︑
現
地
に
足
を
踏
み
入
れ
西
教
寺
の
活
動
調
査
︑
島
民
の
方
々
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
主
と
す
る
︒
第
一
に
六
連
島
・
西
教
寺
の
成
り
立
ち
か
ら
始
め
︑
現
在
ま
で
の
歴
史
を
ま
と
め
て
い
く
︒
第
二
に
︑
現
西

教
寺
住
職
︑
妙
光
寺
住
職
・
坊
守
に
取
材
を
行
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
く
︒
第
三
に
現
地
に
足
を
踏
み
入
れ
︑
島
民
に
行
っ
た
調

査
内
容
と
結
果
を
ま
と
め
て
い
く
︒
ア
ン
ケ
ー
ト
は
︑
は
い
／
い
い
え
の
回
答
式
で
は
な
く
︑
自
由
記
述
欄
を
設
け
︑
各
個
人
が
考

え
て
い
る
こ
と
を
文
字
に
し
て
い
た
だ
い
た
︒
最
後
に
現
在
の
西
教
寺
の
状
況
か
ら
推
測
で
き
る
将
来
を
考
察
し
て
い
く
︒ 

   

本
論 

 

第
一
章 

六
連
島
の
概
要
と
歴
史 

 
 

第
一
節 

六
連
島
概
要 

六
連
島
は
︑
響
灘
諸
島
地
域
に
含
ま
れ
︑
人
口
は
７
６
人
︑
世
帯
数
は
２
８
世
帯
︵
表
１―

１
︶︒
面
積
は
０
．
６
９
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
︑
下
関
市
本
島
か
ら
北
西
に
約
５
キ
ロ
の
位
置
に
あ
り
︑
交
通
は
竹
崎
港
～
六
連
島
港
間
の
航
路
が
１
日
４
往
復
︒
片
道

３
７
０
円
で
︑
所
要
時
間
は
２
０
分
︒
主
産
業
は
花
き
栽
培
を
中
心
に
菊
・
ガ
ー
ベ
ラ
・
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
の
生
産
が
盛
ん
で
あ

る
︒
ま
た
農
業
で
は
野
菜
︑
水
産
業
で
は
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
・
ウ
ニ
・
ヒ
ジ
キ
︒
さ
ら
に
は
︑
ア
ル
コ
ー
ル
瓶
詰
め
ウ
ニ
の
発
祥
地

で
も
あ
る
︒
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
︑
旅
館
︑
食
堂
等
は
無
い
︒
さ
ら
に
教
育
施
設
・
診
療
所
・
介
護
事
務
所
も
無
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い
︒
表
１―

１
を
参
考
に
︑
古
く
は
安
政
５
︵
１
８
５
８
︶
年
か
ら
令
和
６
︵
２
０
２
４
︶
年
ま
で
の
人
口
を
比
較
︒
一
時
期
約
５

０
０
人
い
た
人
口
は
現
在
７
６
人
ま
で
減
少
︒
古
く
か
ら
女
性
の
割
合
が
多
い
︒
１
６
６
年
で
３
０
０
人
近
い
人
口
減
少
・
過
疎
化

が
目
に
見
え
︑
将
来
が
不
安
視
さ
れ
る
︒
山
口
県
は
こ
う
し
た
県
内
の
離
島
の
環
境
や
状
況
を
見
直
し
︑
離
島
振
興
法
に
基
づ
く
山

口
県
離
島
振
興
計
画
︵
計
画
期
間
令
和
５
年
度
～
令
和
１
４
年
度
︶
を
策
定
し
て
い
る
︒
山
口
県
の
離
島
の
社
会
情
勢
を
見
直
し
︑

離
島
が
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
や
彦
島
地
区
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
等
の
活
動
団
体
も
参
入
し
て
い
る
︒
地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
︑
就
任
後
︑
六
連
島
に
在
中
し
︑
島
民
と
の
信
頼
関

係
︑
島
外
団
体
と
の
事
業
拡
大
を
狙
い
日
々
活
動
し
て
い
た
︒
彦
島
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は
︑
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
設
置
や
六

連
島
の
整
備
・
清
掃
活
動
︑
イ
ベ
ン
ト
主
催
な
ど
を
企
画
し
︑
六
連
島
の
環
境
保
全
と
魅
力
を
伝
え
て
い
る
︒ 

 

第
二
節 

六
連
島
の
歴
史 

 

六
連
島
に
関
す
る
古
い
文
献
が
数
多
く
確
認
出
来
た
こ
と
か
ら
︑
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
︑
関
係
を
持
っ
て
い
た
機
関
︑
地

域
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒ 

六
連
島
の
名
前
は
﹁
没
利
島
︵
も
つ
り
じ
ま
︶﹂︑
﹁
毛
都
礼
志
麻
︵
も
つ
れ
し
ま
︶﹂︑
﹁
縺
島
︵
も
つ
れ
︶﹂︑
﹁
牟
都
礼
志
麻

︵
む
つ
れ
し
ま
︶﹂︑
﹁
牟
都
留
能
志
麻
︵
む
つ
る
の
し
ま
︶﹂
と
い
う
よ
う
に
時
代
と
共
に
呼
び
名
が
変
化
し
現
在
の
﹁
六
連

島
﹂
に
至
る
︒
こ
の
呼
び
名
の
由
来
は
︑
諸
説
あ
る
が
︑
島
に
移
住
し
た
６
軒
株
を
当
て
た
︒
ま
た
︑
韓
国
語
の
﹁
モ
ッ
ア
ー

ル
︵
集
落
︶﹂
の
訛
り
語
と
い
う
説
が
あ
る
︒
間
違
え
ら
れ
や
す
い
の
は
︑
六
連
島
を
含
め
た
周
囲
の
島
が
連
な
っ
た
様
子
を
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表
し
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
俗
説
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

２ 

 

伝
承
や
参
考
文
献
を
参
考
に
六
連
島
に
初
め
て
渡
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
︑ 

現
福
岡
県
北
九
州
市
若
松
沖
合
洞
海
湾
で
合
戦
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
合
戦
で
麻
生
協
左
衛
門
尉
高
実
が
戦
死
し
︑
そ
の
妻
︑

紅
姫
と
娘
︑
於
阡
︑
於
福
と
高
實
の
弟
︑
高
房
の
４
人
が
夜
陰
に
乗
じ
て
小
舟
で
脱
出
し
六
連
島
に
漂
着
し
た
と
あ
る
︒
そ
の

た
め
︑
麻
生
協
左
衛
門
の
一
族
に
よ
り
歴
史
が
始
ま
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
し
っ
か
り
と
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
は
︑
麻
生
興

左
衛
門
尉
高
房
が
僧
侶
と
な
り
︑
元
亀
元
年
よ
り
天
正
８
年
に
渡
っ
て
石
山
本
願
寺
の
法
難
の
際
に
︑
毛
利
藩
小
早
川
隆
景
の

家
来
と
し
て
従
軍
し
︑
顕
如
上
人
に
帰
依
︒
法
名
西
敎
お
よ
び
阿
弥
陀
如
来
の
御
繪
像
を
い
た
だ
き
帰
島
し
た
と
あ
る
︒
戦
国

時
代
の
１
６
世
紀
末
︑
六
連
島
の
対
岸
の
幡
生
村
よ
り
３
軒
︑
武
久
村
よ
り
３
軒
が
移
住
し
︑
高
房
は
こ
の
６
軒
に
島
内
の
統

治
を
行
わ
せ
た
︒
そ
の
６
軒
株
は
西
村
家
・
林
家
・
目
黒
家
・
大
司
家
・
菅
久
家
・
城
戸
家
で
あ
る
︒

３ 

そ
の
後
六
連
島
に
注
目
は
集
ま
り
︑ 

寛
永
１
２
年
頃
に
は
下
関
港
が
中
継
貿
易
港
と
し
て
発
展
し
︑
六
連
島
は
貿
易
船
を
始
め
多
く
の
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒

慶
応
３
年
に
は
海
外
貿
易
船
の
安
全
面
確
保
の
た
め
六
連
島
に
灯
台
の
設
置
が
決
ま
り
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ラ
ン

ト
ン
監
修
の
も
と
新
暦
で
は
明
治
４
︵
１
８
７
１
︶
年
１
月
１
日
に
初
点
灯
︒
翌
年
の
明
治
５
年
に
は
明
治
天
皇
の
西
国
御
巡

幸
実
施
し
六
連
島
に
来
島
し
た
︒
そ
の
後
無
線
電
話
局
・
検
疫
所
・
税
関
監
視
所
・
植
物
検
査
所
等
の
施
設
が
建
設
さ
れ
︑
貿

易
面
で
重
要
な
島
と
な
っ
た
︒

４ 

 

一
つ
の
一
族
の
開
拓
よ
り
人
間
が
住
み
着
い
た
歴
史
が
始
ま
り
︑
島
民
が
定
着
し
自
然
・
文
化
が
咲
き
誇
り
︑
関
係
は
島
内
に
と
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ど
ま
ら
ず
︑
全
国
か
ら
注
目
を
浴
び
る
島
と
な
っ
た
こ
と
が
歴
史
を
辿
る
と
分
か
っ
た
︒ 

  

第
二
章 

西
教
寺
の
概
要
と
歴
史 

 
 

第
一
節 

西
教
寺
概
要 

 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
海
照
山
西
教
寺
︒
六
連
島
港
か
ら
徒
歩
１
５
分
︑
坂
を
上
っ
た
中
腹
に
西
教
寺
は
あ
る
︒
島
の
ほ
ぼ
中
心
地

に
存
在
し
︑
島
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
︒
本
堂
か
ら
は
下
関
本
土
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
︑
時
期
が
良
い
と
風
通
し
も
よ
く
︑
自
然

に
囲
ま
れ
た
本
堂
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
浄
土
真
宗
で
は
﹁
六
連
島
西
教
寺
﹂
と
い
う
と
﹁
お
軽
同
行
﹂
と
連
想
す
る
人
も

少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
本
堂
に
は
お
軽
同
行
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て
お
り
︑
西
教
寺
の
隣
に
は
お
軽
同
行
の
碑
が
あ
る
︒

六
連
島
と
共
に
発
展
し
お
軽
同
行
亡
き
後
に
は
参
拝
者
︑
研
修
者
が
訪
れ
る
と
い
う
︒
過
疎
化
に
伴
い
現
住
職
は
下
関
本
土
に
住
む

よ
う
に
な
り
︑
西
教
寺
は
無
人
寺
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
住
職
は
︑
法
事
︑
法
座
︑
お
盆
・
お
彼
岸
参
り
等
の
際
に
帰
島
︒
自

由
参
拝
を
推
奨
し
て
お
り
︑
本
堂
内
に
は
１
２
代
住
職
真
詮
が
手
掛
け
た
お
軽
同
行
の
出
版
物
︑
さ
ら
に
お
軽
同
行
に
関
す
る
映
像

で
住
職
在
中
せ
ず
と
も
お
軽
同
行
の
こ
と
を
学
べ
る
︒ 

 

西
教
寺
年
間
行
事
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒ 

 

１
月 

元
旦
会
︵
門
徒
の
み
︶ 

 

３
月 

春
彼
岸
参
り 
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８
月 

盆
参
り
︑
夏
法
座 

 

９
月 

彰
彼
岸
参
り 

 

１
１
月 
お
取
り
越
し
報
恩
講
参
り 

 

 
 

 
 

お
取
り
越
し
報
恩
講
法
座 

 

１
２
月 

除
夜
会
︵
門
徒
の
み
︶ 

そ
の
ほ
か
︑
年
回
忌
法
事
︑
通
夜
葬
儀
︑
依
頼
が
あ
れ
ば
団
参
引
き
受
け
が
西
教
寺
の
お
お
ま
か
な
寺
院
活
動
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
島
内
で
の
法
務
が
多
い
た
め
︑
寺
院
の
行
事
連
絡
は
六
連
島
の
掲
示
板
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
口
伝
達
で
行
わ
れ
て
い
る
︒

現
在
島
外
へ
の
宣
伝
は
ほ
ぼ
し
て
お
ら
ず
︑
さ
ら
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
動
等
は
現
状
行
っ
て
い
な
い
︒

５ 

 

第
二
節 

西
教
寺
の
歴
史 

麻
生
興
左
衛
門
尉
高
房
が
顕
如
上
人
に
帰
依
し
︑
法
名
西
敎
及
び
阿
弥
陀
如
来
像
の
御
絵
像
を
い
た
だ
き
帰
島
︒
そ
し
て
天
正
９

︵
１
５
８
１
︶
年
８
月
に
草
堂
を
建
立
し
海
照
山
西
教
寺
と
号
し
た
︒
こ
れ
が
西
教
寺
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
︒
の
ち
寛
永
１
１
年
３

月
６
日
に
西
敎
法
師
は
７
８
歳
で
病
死
︒
そ
の
際
︑
法
名
西
向
院
釋
西
敎
淨
乗
法
師
︒
そ
の
後
６
軒
株
西
村
家
の
子
孫
西
村
萬
三
郎

義
房
が
剃
髪
し
法
名
を
西
雲
院
釋
恵
秀
と
改
め
２
代
目
と
な
っ
た
︒
恵
秀
は
７
５
歳
で
逝
去
し
た
︒

６ 

そ
の
た
め
世
襲
が
始
ま
っ
た
の
は
２
代
目
か
ら
で
︑
西
村
家
が
住
職
を
継
承
し
︑
西
教
寺
を
存
続
さ
せ
て
い
る
︒ 

３
代
目
恵
了
︑ 
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４
代
目
還
教
︑ 

５
代
目
麟
浄
︑ 

６
代
目
諦
聴
︑ 

７
代
目
教
道
︑
安
政
６
年
１
２
月
再
建
︒ 

８
代
目
静
光
院
釋
悟
常
現
道
︑
お
軽
同
行
︒
現
道
に
は
２
人
息
子
が
生
ま
れ
︑
１
人
は
９
代
目
蓬
山
︒
２
人
目
は
大
龍
︵
西
静
︶︒

大
龍
は
福
岡
県
北
九
州
市
門
司
三
光
寺
に
入
寺
︒ 

９
代
目
桃
花
院
蓬
山
遊
戯
︑
文
政
４
年
８
月
２
５
日
生
︑
明
治
２
８
年
４
月
２
３
日
７
５
歳
で
逝
去
︒
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
う
に
発

明
︒
蓬
山
に
は
３
人
の
息
子
が
生
ま
れ
︑
１
人
は
等
心
︒
２
人
目
は
勝
心
︑
山
口
県
萩
市
永
正
寺
に
入
寺
︒
三
人
目
は
深
心
︑
大
阪

金
台
寺
に
入
寺
し
か
し
岡
本
道
寿
︵
深
心
︶
は
帰
島
し
︑
帝
国
皇
道
会
設
立
︑
同
朋
運
動
展
開
︒ 

１
０
代
目
法
誓
院
釋
真
等
心
︑
明
治
１
２
年
４
月
１
４
日
住
職
継
職
︒
明
治
１
６
︵
１
８
３
３
︶
年
１
２
月
７
日
六
連
島
大
火
に

よ
り
西
教
寺
本
堂
全
焼
︒
阿
弥
陀
如
来
の
み
大
火
よ
り
逃
れ
た
︒
同
１
７
年
６
月
３
０
日
に
再
建
︒ 

１
１
代
目
梅
花
院
釋
道
朗
︑ 

１
２
代
目
六
光
院
釋
真
詮
︑
お
軽
同
行
を
世
に
伝
え
る
︒ 

１
３
代
目
西
村
義
詮
現
住
職
と
継
承
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

こ
の
歴
史
か
ら
︑
西
教
寺
／
西
教
寺
住
職
・
坊
守
は
寺
院
で
の
教
化
活
動
だ
け
で
な
く
︑
寺
子
屋
︑
島
民
の
公
会
堂
的
施
設
を
担

い
︑
さ
ら
に
は
島
民
の
仲
人
︑
小
学
校
の
教
師
な
ど
を
務
め
る
ほ
ど
島
民
の
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た
︒ 
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上
記
で
も
記
し
た
が
︑
現
在
住
職
西
村
義
詮
は
下
関
本
土
で
暮
ら
し
て
お
り
︑
適
宜
六
連
島
に
帰
島
し
て
い
る
︒
住
職
も
高
齢
で

あ
り
︑
１
人
で
の
法
務
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
血
縁
関
係
で
あ
る
妙
光
寺
住
職
・
坊
守
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め

西
教
寺
は
現
在
３
人
で
活
動
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
１
４
代
目
住
職
の
後
継
者
は
は
っ
き
り
と
せ
ず
︑
現
住
職
が
い
つ
ま
で
法

務
を
行
え
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
︒ 

 

第
三
節 

妙
好
人
お
軽
同
行 

 

こ
の
節
で
は
六
連
島
で
生
を
受
け
︑
信
心
を
大
切
に
し
︑
念
仏
者
と
し
て
生
き
た
お
軽
同
行
に
つ
い
て
ま
と
め
る
︒
﹁
六
連
島
の

お
軽
﹂
と
い
う
と
浄
土
真
宗
を
信
仰
す
る
方
の
中
で
は
耳
に
す
る
人
物
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
浄
土
真
宗
関
係
の
文
献
だ
け
で
な

く
︑
六
連
島
に
関
す
る
文
献
の
中
で
さ
え
お
軽
同
行
の
経
歴
や
彼
女
が
与
え
た
影
響
を
短
く
と
も
記
載
し
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
そ

れ
だ
け
世
に
影
響
を
与
え
た
人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

﹁
妙
好
人
﹂
と
は
︑
﹃
佛
教
語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑
ま
ず
﹁
妙
妙
﹂
を
た
え
な
る
こ
と
︑
﹁
妙
好
人
﹂
を
①
念
仏
行
者
を
ほ
め

て
い
う
語
︒
②
白
蓮
華
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
て
よ
い
人
︑
と
あ
る
︒

７ 

ま
た
︑
﹃
浄
土
真
宗
聖
典
﹄
註
釈
版
で
は
︑
第
一
に
﹃
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
﹄
﹁
信
文
類
三
﹂
︵
末
︶
で
は 

分
陀
利
と
い
ふ
は
︑
人
中
の
妙
華
と
名
づ
く
︑
ま
た
希
有
華
と
名
づ
く
︑
ま
た
人
中
の
上
上
華
と
名
づ
く
︑
ま
た
人
中
の
妙
好
華

と
名
づ
く
︒
こ
の
華
あ
ひ
伝
へ
て
蔡
華
と
名
づ
く
る
こ
れ
な
り
︒
も
し
念
仏
の
ひ
と
は
す
な
わ
ち
こ
れ
人
中
の
好
人
な
り
︑
人
中

の
妙
好
人
な
り
︑
人
中
上
上
人
な
り
︑
人
中
の
希
有
人
な
り
︑
人
中
の
最
勝
人
な
り
︒

８ 



 9 

と
あ
る
︒
第
二
に
︑
﹃
愚
禿
鈔
﹄
で
は
︑
﹁
善
導
和
尚
は
︑
﹁
希
有
人
な
り
︑
最
勝
人
な
り
︑
妙
好
人
な
り
︑
好
人
な
り
︑
上
上
人

な
り
︑
真
仏
弟
子
な
り
﹂

９

と
あ
る
︒ 

第
三
に
︑
﹃
一
念
多
念
文
意
﹄
で
は
︑ 

 
 

﹁
当
知
此
人
是
人
中
分
陀
利
華
﹂
と
い
ふ
は
︑
ま
さ
に
こ
の
ひ
と
は
こ
れ
︑
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
︒
こ

れ
は
如
来
の
み
こ
と
に
分
陀
利
華
を
念
仏
の
ひ
と
に
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
︒
こ
の
華
は
︑
人
中
の
上
上
華
な
り
︑
好
華
な
り
︑

妙
好
華
な
り
︑
希
有
華
な
り
︑
最
勝
華
な
り
と
ほ
め
た
ま
へ
り
︒
光
明
寺
の
和
尚
︵
善
導
︶
の
御
釈
︵
散
善
義
︶
に
は
︑
念
仏

の
人
を
ば
︑
上
上
人
・
好
人
・
妙
好
人
・
希
有
人
・
最
勝
人
と
ほ
め
た
ま
へ
り
︒

１
０ 

と
あ
る
︒
第
四
に
︑
﹃
親
鸞
聖
人
御
消
息
﹄
で
は
︑ 

 
 

し
か
れ
ば
︑
こ
の
信
心
の
人
を
釈
迦
如
来
は
︑
﹁
わ
が
親
し
き
友
な
り
﹂
︵
大
経
・
下
意
︶
と
よ
ろ
こ
び
ま
し
ま
す
︒
こ
の
信

心
の
人
を
真
の
仏
弟
子
と
い
へ
り
︒
こ
の
人
を
正
念
に
住
す
る
人
と
す
︒
こ
の
人
は
﹇
阿
弥
陀
仏
﹈
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ざ

れ
ば
︑
金
剛
心
を
え
た
る
人
と
申
す
な
り
︒
こ
の
人
を
上
上
人
と
も
︑
好
人
と
も
︑
妙
好
人
と
も
︑
最
勝
人
と
も
︑
希
有
人
と

も
申
す
な
り
︒

１
１ 

と
あ
る
︒
第
五
に
︑
﹃
改
邪
鈔
﹄
で
は
︑
善
導
の
釈
か
ら 

 
 

し
か
れ
ば
︑
そ
の
む
ね
に
ま
か
せ
て
︑
祖
師
の
仰
せ
に
も
﹁
そ
れ
が
し
は
ま
つ
た
く
弟
子
一
人
も
も
た
ず
︒
そ
の
ゆ
ゑ
は
︑
弥

陀
の
本
願
を
た
も
た
し
む
る
ほ
か
は
な
に
ご
と
を
し
へ
て
か
弟
子
と
号
せ
ん
︒
弥
陀
の
本
願
は
仏
智
他
力
の
授
け
た
ま
ふ
と
こ

ろ
な
り
︒
し
か
れ
ば
︑
み
な
と
も
の
同
行
な
り
︒
わ
た
く
し
の
弟
子
に
あ
ら
ず
﹂
云
々
︒

１
２ 
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と
あ
る
︒
さ
ら
に
参
考
文
献
を
要
約
す
る
と
︑ 

 
 

妙
好
人
は
︑
﹃
妙
好
人
伝
﹄
が
出
版
さ
れ
た
江
戸
時
代
か
ら
広
く
普
及
さ
れ
た
︒
妙
好
人
の
特
色
は
︑
生
死
を
超
え
た
世
界
に

生
き
て
お
り
︑
本
願
力
を
信
ず
る
と
は
三
世
に
安
住
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
過
去
世
も
未
来
世
も
よ
く
知
り
う
る
と
い
う
︒

三
世
を
知
る
と
い
う
点
で
は
︑
こ
の
世
の
最
高
の
智
慧
者
で
あ
る
︒
妙
好
人
の
本
質
は
本
願
力
に
乗
托
し
て
現
世
の
不
退
転
に

住
し
て
い
る
者
で
あ
る
︒
い
い
か
え
る
と
︑
他
力
の
安
心
に
生
き
た
人
び
と
︒

１
３ 

と
し
て
い
る
︒ 

お
軽
同
行
本
名
大
森
カ
ル
は
︑
享
和
元
︵
１
８
０
１
︶
年
大
森
家
の
次
女
と
し
て
誕
生
︒
幼
少
の
頃
か
ら
近
所
の
男
の
子
と
遊
ぶ

ほ
ど
男
勝
り
な
性
格
で
︑
自
然
豊
か
な
環
境
の
中
で
育
っ
た
︒
幼
少
か
ら
西
教
寺
と
の
関
り
が
深
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
島
の
お

寺
と
い
う
認
識
で
︑
し
っ
か
り
と
仏
道
に
歩
む
ま
で
は
興
味
す
ら
示
し
て
い
な
か
っ
た
︒
家
父
長
制
が
根
強
く
︑
男
が
外
で
仕
事
を

し
︑
女
は
家
を
守
る
役
割
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
わ
か
れ
て
い
た
︒
１
９
歳
で
向
井
幸
七
を
養
子
婿
と
し
た
が
夫
の
不
倫
よ
る
嫉
妬

や
自
己
の
無
力
さ
の
苦
し
み
の
は
て
︑
仏
縁
に
出
会
っ
た
︒
当
時
住
職
は
第
８
代
現
道
︑
弟
超
道
︵
俳
人
︶︑
現
道
次
男
大
龍
︵
歌

人
︶︑
第
９
代
蓬
山
と
の
出
会
い
で
数
え
歌
・
発
句
・
和
歌
の
面
白
さ
に
ハ
マ
り
︑
数
多
く
の
歌
を
残
し
て
い
る
︒
本
堂
で
の
歌
会
︑

聴
聞
を
繰
り
返
す
う
ち
に
︑
命
の
尊
さ
・
生
か
さ
れ
て
い
る
喜
び
に
気
づ
か
さ
れ
︑
残
り
の
人
生
仏
道
に
励
ん
だ
︒
現
代
ま
で
﹁
妙

好
人
﹂︑
﹁
お
軽
同
行
﹂
が
浄
土
真
宗
に
お
い
て
親
し
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
自
分
に
出
来
る
最
大
限
の
念
仏
者
の
歩
み
を
た
ど
っ
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
現
代
と
社
会
情
勢
︑
暮
ら
し
や
生
き
方
が
違
う
の
は
確
か
に
あ
る
︒
現
在
と
比
較
し
て
昔
の
こ

と
だ
か
ら
す
ご
い
こ
と
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
の
時
代
・
生
活
に
お
い
て
仏
法
を
大
事
に
し
︑
念
仏
と
共
に
生
き
た
人
と
い
う
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意
味
で
﹁
妙
好
人
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
そ
れ
に
︑
﹁
妙
好
人
伝
﹂
は
弘
化
４
︵
１
８
４
７
︶
年
に
発
行
さ
れ
て
お
軽
同

行
が
生
き
て
い
た
江
戸
時
代
の
発
行
物
で
あ
る
︒
即
ち
当
時
に
お
い
て
お
軽
同
行
は
浄
土
真
宗
内
に
お
い
て
影
響
を
与
え
る
人
物
で

あ
り
︑
生
き
様
を
讃
え
ら
れ
た
人
で
あ
る
︒
多
く
の
歌
を
残
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
そ
の
中
に
は
命
︵
生
死
︶
に
関
わ
る

歌
が
あ
り
︑
命
の
尊
さ
を
当
時
の
住
職
・
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
学
び
下
関
で
も
九
州
で
も
仏
法
に
触
れ
に
行
く
姿
に
真
の
念
仏
者

と
し
て
捉
え
る
人
が
多
い
た
め
親
し
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
︒
本
稿
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
妙
好
人
の
聖
地
に
今
も
人
が
絶
え
な
い

こ
と
は
興
味
深
く
︑
研
究
対
象
に
も
な
り
そ
う
だ
と
考
え
た
︒

１
４ 

 

第
四
節 

考
察 

 

こ
の
章
で
は
西
教
寺
に
関
し
て
記
述
し
て
き
た
が
︑
﹁
妙
好
人
お
軽
同
行
﹂
の
影
響
が
大
き
す
ぎ
る
と
考
え
た
︒
お
軽
同
行
が
生

き
て
い
た
時
代
は
︑
西
教
寺
あ
り
き
の
お
軽
同
行
だ
が
現
在
は
お
軽
同
行
あ
り
き
の
西
教
寺
の
よ
う
に
感
じ
る
︒
前
提
に
あ
る
の
は

前
者
の
方
で
は
あ
る
が
︑
妙
好
人
を
訪
ね
る
人
も
年
々
減
少
し
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
現
在
の
活
動
で
は
寺
院
存
続
の
限
界
が
近

く
︑
手
を
打
つ
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
た
︒
た
だ
︑
本
土
で
は
な
く
島
と
い
う
立
地
に
寺
院
が
１
５
８
１
年
の
戦
国
時
代
か
ら
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
歴
史
を
感
じ
ら
れ
︑
六
連
島
の
原
点
か
ら
現
在
ま
で
を
共
に
生
き
て
き
て
い
る
よ
う
で
︑
六
連
島

を
表
す
象
徴
で
あ
る
︒
そ
の
象
徴
を
活
動
し
て
い
な
い
﹁
た
だ
存
在
し
て
い
る
寺
院
﹂
と
し
て
で
は
存
在
意
義
が
な
い
︒
そ
の
た
め
︑

住
職
の
継
職
︑
法
座
・
法
要
に
よ
る
本
堂
に
集
う
行
事
の
復
活
・
宣
伝
︑
団
体
参
拝
引
き
受
け
︑
整
備
等
は
近
い
内
に
動
く
必
要
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
島
民
の
門
徒
と
は
今
ま
で
と
変
わ
ら
ず
法
事
・
お
盆
・
お
彼
岸
で
の
お
参
り
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
行
い
︑
関
係
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性
を
壊
さ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
︒
島
外
の
人
に
は
﹁
妙
好
人
﹂
の
生
ま
れ
た
地
と
し
て
浄
土
真
宗
関
係
者
の
勉
強
会
・
研
修
場

所
と
し
て
の
活
用
が
浄
土
真
宗
内
で
の
西
教
寺
の
認
知
度
も
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
地
元
の
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ

な
ど
都
会
か
ら
離
れ
た
非
日
常
の
空
間
を
味
わ
う
場
所
と
し
て
歴
史
研
修
な
ど
様
々
な
活
用
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
時
に
は
リ
ス
ク

を
冒
す
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
︑
い
っ
ぺ
ん
に
全
て
の
こ
と
を
行
う
と
失
敗
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
︑
可
能
な
こ
と
か
ら

一
つ
一
つ
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
︒ 

   

第
三
章 

独
自
ア
ン
ケ
ー
ト
／
質
問
紙
を
用
い
た
調
査 

 

第
一
節 

概
要 

 

こ
の
章
で
は
︑
２
０
２
４
年
７
月
～
９
月
に
か
け
て
３
回
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
／
質
問
紙
を
参
照
し
︑
結
果
を
ま
と
め
て
い
く
︒

対
象
は
西
教
寺
住
職
︑
妙
光
寺
住
職
／
坊
守
︑
西
教
寺
門
徒
︵
２
回
︶︑
お
軽
同
行
研
修
旅
行
参
加
者
で
あ
る
︒
現
地
の
声
︑
島
外

か
ら
の
声
を
匿
名
で
募
り
︑
率
直
な
意
見
を
い
た
だ
け
た
と
感
じ
て
い
る
︒
第
二
節
で
は
西
教
寺
住
職
︑
第
３
節
で
は
妙
光
寺
住
職

／
坊
守
︑
第
４
節
で
は
西
教
寺
門
徒
︑
第
５
節
で
は
お
軽
同
行
研
修
旅
行
参
加
者
の
声
を
ま
と
め
︑
考
察
を
述
べ
て
い
く
︒
西
教
寺

に
親
し
み
の
あ
る
島
内
の
声
︑
今
回
研
修
で
西
教
寺
に
訪
れ
た
島
外
の
声
に
よ
り
︑
西
教
寺
が
お
か
れ
て
い
る
現
状
や
課
題
︑
将
来

性
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
︒
最
初
は
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
直
接
取
材
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
私
は
今
︑
こ
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の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
現
地
の
声
を
聞
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
実
施
を
決
意
し
た
︒
み
な
さ
ん
快
く
受
け
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
現
住
職
義
詮
の
孫
で
あ
る
か
ら
得
ら
れ
た
声
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
浄
土
真
宗
総
合
研
究
所
が
行
う
宗
勢
調
査
や
そ
の
他

機
関
が
行
う
調
査
に
は
劣
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
今
抱
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
本
音
を
う
か
が
え
た
と
感
じ
て
い
る
︒
こ
れ
を
た

だ
の
調
査
で
は
な
く
︑
現
在
実
際
に
存
在
し
て
い
る
離
島
の
寺
院
の
現
状
と
し
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
︒
さ
ら
に
現
状
を
可
視
化
す

る
だ
け
で
な
く
︑
将
来
性
を
推
測
し
て
い
く
︒ 

 

第
二
節 

西
教
寺
住
職
ア
ン
ケ
ー
ト 

 

第
一
に
︑
西
教
寺
住
職
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
︒
回
答
日
は
２
０
２
４
年
８
月
１
２
日
︒
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
は
︑ 

① 

西
教
寺
は
今
後
も
六
連
島
の
シ
ン
ボ
ル
だ 

 
 

 
 

 
 

 

回
答 

は
い 

② 

西
教
寺
は
今
後
も
存
続
す
べ
き
だ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
答 

は
い 

③ 

西
教
寺
に
変
化
を
求
め
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

回
答 

は
い 

④ 

西
教
寺
に
思
い
入
れ
が
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
答 

は
い 

⑤ 

西
教
寺
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い 

 
 

 
 

回
答 

は
い 

⑥ 

よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
何
か
考
え
が
あ
る 

 
回
答 

は
い 

⑦ 

お
軽
同
行
を
知
っ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

回
答 
は
い 

⑧ 

お
軽
同
行
に
関
し
て
考
え
を
持
っ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 

回
答 
は
い 
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③
︑
④
︑
⑥
に
は
自
由
記
述
欄
を
設
け
た
︒ 

ま
ず
③
に
つ
い
て
だ
が
︑
島
の
ご
門
徒
も
過
疎
化
・
高
齢
化
と
な
り
︑
ご
門
徒
も
減
少
し
つ
つ
あ
る
︒
お
軽
同
行
法
要
を
願
わ
く
ば

復
活
し
て
︑
島
以
外
の
浄
土
真
宗
ご
門
徒
に
広
く
聴
聞
・
参
拝
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
︒ 

次
に
④
に
つ
い
て
︑
１
５
０
０
年
代
よ
り
現
１
３
代
住
職
ま
で
続
く
六
連
島
西
教
寺
を
今
後
も
護
持
発
展
し
︑
持
続
継
承
し
て
お
念

仏
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
妙
好
人
お
軽
同
行
の
ご
遺
徳
を
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒ 

最
後
に
⑥
に
つ
い
て
︑
ま
ず
は
ご
門
徒
の
皆
様
に
参
拝
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
行
事
を
本
願
寺
新
報
等
の

メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
も
ら
い
︑
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
︒
加
え
て
︑
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
等
で
西
教
寺
行
事
を
発
信
す
る
な
ど

も
考
え
て
い
る
︒ 

 

西
教
寺
現
住
職
の
活
動
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等
の
内
容
か
ら
︑
体
が
動
く
限
り
は
西
教
寺
の
法
務
を
行
い
た
い
と
い
う
姿
が
見
受

け
ら
れ
た
︒
島
民
の
お
か
げ
に
よ
り
西
教
寺
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
︑
自
分
に
で
き
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
何
度
で
も

西
教
寺
に
帰
り
島
民
の
声
に
寄
り
添
う
背
中
を
肌
で
感
じ
た
︒
帰
島
し
︑
西
教
寺
に
居
る
時
間
は
年
間
日
数
に
す
る
と
数
日
で
は
あ

る
が
︑
住
職
が
帰
島
す
る
と
島
民
も
島
の
中
心
人
物
が
帰
っ
て
き
た
か
の
よ
う
な
安
心
感
を
う
か
が
え
た
︒
そ
れ
は
や
は
り
西
教
寺

と
い
う
の
が
六
連
島
の
中
心
的
な
場
所
・
存
在
で
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
︒
法
要
で
は
西
教
寺
本
堂
に

島
民
を
一
つ
の
場
所
に
集
め
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
共
に
味
わ
う
︒
お
盆
や
お
彼
岸
参
り
で
は
︑
西
教
寺
と
島
民
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

﹁
家
﹂
と
の
関
り
や
つ
な
が
り
を
再
度
認
識
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
る
︒
西
教
寺
は
お
盆
や
お
彼
岸
参
り
は
各
家
庭
お
参
り
し

て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
家
庭
ご
と
に
思
い
出
や
先
祖
と
西
教
寺
の
つ
な
が
り
等
が
異
な
る
︒
西
教
寺
側
と
し
て
は
︑
法
要
等
で
は
お
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寺
に
足
を
運
ぶ
要
因
を
作
り
︑
お
盆
や
お
彼
岸
参
り
で
は
各
家
庭
と
の
つ
な
が
り
を
再
認
識
で
き
る
︒
だ
が
︑
現
住
職
が
い
つ
ま
で

こ
の
法
務
を
務
め
ら
れ
る
か
が
一
番
の
不
安
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
後
で
も
記
述
す
る
が
︑
門
徒
側
が
考
え
る
西
教
寺
課
題
点
の

上
位
に
西
教
寺
住
職
の
後
継
／
継
承
問
題
が
挙
げ
ら
れ
た
︒
現
住
職
は
８
０
歳
を
超
え
︑
下
関
本
土
と
の
往
復
や
六
連
島
の
坂
道
を

歩
く
の
は
年
々
厳
し
く
な
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
近
年
の
夏
場
の
気
温
上
昇
に
よ
る
真
夏
日
が
続
く
こ
と
を
予
測
す
る
と
各
家
庭
に
お

参
り
す
る
の
も
困
難
に
な
り
そ
う
だ
︒
住
職
が
年
々
門
徒
減
少
を
一
番
目
に
し
︑
実
感
し
て
お
り
︑
島
民
の
門
徒
数
を
今
後
増
や
し

て
い
く
の
は
厳
し
い
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
西
教
寺
の
存
続
に
は
島
外
の
力
が
必
要
不
可
欠
と
い
う
︒
そ
の
方
法
は
︑
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
技
術
を
使
う
事
に
賛
成
し
て
い
る
が
︑
交
信
︑
宣
伝
は
妙
光
寺
に
任
せ
る
つ
も
り
だ
︒
離
島
と
い
う
立
地
条
件
で

は
本
土
の
寺
院
以
上
に
変
化
が
求
め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
︑
様
々
な
企
画
案
を
考
え
ら
れ
る
が
︑
実
行
す
る
の
に
時
間
・
労

力
・
費
用
が
発
生
す
る
︒
西
教
寺
の
変
化
を
希
望
し
て
い
て
も
実
行
で
き
る
こ
と
は
わ
ず
か
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 

 

第
三
節 

妙
光
寺
住
職
・
坊
守
ア
ン
ケ
ー
ト 

 

妙
光
寺
は
西
教
寺
と
関
係
が
深
く
︑
西
教
寺
現
住
職
の
娘
が
妙
光
寺
の
坊
守
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
両
寺
関
係
性
を
も
っ
た
頃
か

ら
︑
手
を
取
り
合
い
な
が
ら
両
寺
発
展
の
た
め
に
今
日
ま
で
き
て
い
る
︒ 

質
問
内
容
は
︑ 

① 

西
教
寺
の
印
象 

② 

西
教
寺
に
関
し
て
抱
え
て
い
る
こ
と 
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③ 

そ
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
し
た
い
か
？ 

④ 
解
決
に
む
け
て
調
べ
て
い
る
こ
と
︑
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と 

⑤ 

も
っ
と
こ
う
し
た
い
な
ど
の
願
望 

⑥ 

逆
に
こ
う
い
う
将
来
に
は
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と 

⑦ 

そ
の
他
な
に
か
あ
れ
ば
自
由
欄
と
し
︑
妙
光
寺
の
二
人
に
は
記
述
式
で
の
回
答
を
お
願
い
し
た
︒ 

ま
ず
︑
妙
光
寺
住
職
は
︑
現
住
職
は
も
ち
ろ
ん
︑
歴
代
住
職
・
坊
守
の
御
尽
力
に
よ
り
阿
弥
陀
様
の
他
力
本
願
の
ご
法
義
が
脈
々

と
受
け
継
が
れ
︑
ご
門
徒
と
共
に
お
念
仏
を
喜
ば
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
江
戸
期
の
妙
好
人
お
軽
さ
ん
の
お
寺
と
し
て
︑
今
日
ま
で
１

５
０
年
以
上
に
渡
り
︑
全
国
か
ら
参
拝
者
が
絶
え
ず
︑
六
連
島
に
居
住
し
︑
ご
縁
の
あ
る
方
々
の
心
の
拠
り
所
の
寺
院
と
い
う
印
象

を
伺
え
た
︒
昨
今
の
社
会
状
況
に
沿
い
︑
六
連
島
の
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
が
進
み
︑
世
帯
数
門
徒
数
の
減
少
が
顕
著
︒
産
業
・

就
労
の
衰
退
と
い
う
地
方
都
市
の
一
課
題
に
加
え
︑
離
島
と
い
う
地
理
的
条
件
が
想
像
以
上
に
影
響
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
今
後
︑
寺

院
存
続
に
関
わ
る
重
要
事
案
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
時
期
後
継
住
職
就
任
も
喫
緊
の
事
案
と
捉
え
て
い
る
︒
西
教
寺
住
職
の
体
調
を
考
慮
し
︑
今
後
も
妙
光
寺
の
予
定
等
を
調

整
し
︑
西
教
寺
の
法
務
を
務
め
る
と
い
う
︒
現
課
題
に
対
し
︑
絶
対
的
な
正
解
は
な
く
︑
全
面
的
な
解
決
︑
一
個
人
の
力
で
は
困
難

で
あ
る
が
︑
現
状
把
握
と
そ
の
分
析
︑
関
係
者
の
意
見
等
を
聞
き
︑
危
機
感
を
も
っ
て
ご
門
徒
・
役
職
者
と
課
題
を
共
有
し
少
し
で

も
良
い
方
向
に
進
む
よ
う
適
切
な
方
策
を
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
︒ 

そ
の
た
め
に
︑
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
と
し
て
︑
島
内
ご
門
徒
の
名
前
／
家
族
／
親
族
／
家
屋
の
位
置
あ
わ
せ
て
島
外
に
居
住
の
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ご
門
徒
の
連
絡
先
を
確
認
し
て
い
る
︒
春
秋
季
彼
岸
会
・
盆
会
・
御
取
越
報
恩
講
や
各
ご
門
徒
の
年
回
法
要
・
通
夜
・
葬
儀
・
納
骨

等
の
仏
事
の
際
に
丁
寧
に
勤
め
る
と
共
に
会
話
を
重
視
し
︑
意
見
要
望
を
傾
聴
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
何
か
し
ら
今
後
に
つ
な
が
れ
ば

と
考
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
当
該
組
や
近
隣
寺
院
の
意
見
等
も
参
考
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
願
望
を
伺
え
た
︒
さ
ら
に
今
後
の
西
教

寺
発
展
の
た
め
に
︑
お
念
仏
ご
相
続
の
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
文
書
・
視
聴
覚
伝
道
の
導
入
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
︑
記
念

品
や
グ
ッ
ズ
等
の
配
布
︒
妙
好
人
お
軽
さ
ん
の
さ
ら
な
る
顕
彰
︑
お
軽
さ
ん
を
訪
ね
る
参
拝
団
の
受
け
入
れ
の
充
実
に
力
を
入
れ
て

い
く
と
い
う
声
を
い
た
だ
け
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
ら
に
︑
坊
守
は
︑
下
関
よ
り
定
期
船
で
２
０
分
乗
っ
た
離
島
で
民
家
も
４
０
軒
ほ
ど
の
土
地
条
件
下
の
ほ
と
ん
ど
が
高
齢
者
の

門
徒
の
協
力
で
西
教
寺
が
成
り
立
っ
て
い
る
︒
今
後
の
門
徒
数
減
少
は
厳
し
い
現
状
と
捉
え
て
い
る
︒
門
徒
の
高
齢
化
・
門
徒
数
の

減
少
・
門
徒
の
子
供
達
と
の
繋
が
り
の
希
薄
が
今
後
の
課
題
と
し
︑
不
安
視
し
て
い
る
︒
こ
の
課
題
に
対
し
︑
な
か
な
か
現
状
解
決

策
が
見
当
た
ら
ず
︑
法
座
を
増
や
し
︑
島
外
の
方
に
西
教
寺
法
座
に
参
拝
し
て
も
ら
う
︒
例
え
ば
お
軽
同
行
法
座
や
団
体
参
拝
の
引

き
受
け
に
よ
る
参
拝
者
増
加
が
解
決
に
向
か
う
道
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
は
六
連
島
お
軽
同
行
の
存
在
を
周
知

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
︑
今
後
の
広
報
活
動
等
が
重
要
と
し
て
い
る
︒
西
教
寺
の
寺
院
活
動
が
続
か
な
く
な
る
将
来
は
望
ん
で
お

ら
ず
︑
継
続
を
希
望
し
て
い
る
︒
若
い
方
の
提
案
等
を
活
用
し
︑
今
後
の
活
動
に
生
か
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
︒ 

ど
ち
ら
も
西
教
寺
存
続
の
危
機
を
肌
で
感
じ
︑
門
徒
数
の
減
少
に
伴
う
寺
院
活
動
が
成
り
立
た
な
く
な
る
こ
と
が
一
番
危
惧
し
て

い
た
︒
六
連
島
の
人
口
減
少
を
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
︑
今
い
る
門
徒
を
大
切
に
し
つ
つ
西
教
寺
参
拝
者
・
団
体
の
受
け
入

れ
を
狙
い
︑
独
自
の
歴
史
と
文
化
の
な
か
で
妙
好
人
お
軽
同
行
を
育
ん
だ
浄
土
真
宗
の
土
徳
が
あ
る
寺
院
を
今
後
も
存
続
さ
せ
る
べ
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く
︑
多
く
の
人
に
お
軽
同
行
の
み
教
え
を
学
ん
で
も
ら
う
寺
院
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
計
画
を
し
て
い
る
︒ 

 
第
四
節 

西
教
寺
門
徒
調
査 

 

西
教
寺
門
徒
を
対
象
と
し
た
調
査
は
２
度
実
施
し
た
︒
一
回
目
は
２
０
２
４
年
８
月
２
０
日
︵
２
３
枚
︶︑
二
回
目
は
２
０
２
４

年
９
月
２
３
︑
２
４
日
に
実
施
し
た
︵
４
６
枚
︶︒ 

 

ま
ず
︑
一
回
目
で
は
２
３
枚
の
回
答
が
あ
り
︑
主
に
西
教
寺
が
存
続
す
べ
き
か
の
質
問
を
実
施
し
た
︒
寺
院
と
門
徒
の
関
係
は
相

互
関
係
で
あ
り
︑
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
即
ち
門
徒
が
存
続
を
希
望
し
な
か
っ
た
ら
廃
寺
と
い
う
選
択
を
取
る
べ

き
将
来
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
が
︑
２
１
名
が
西
教
寺
を
六
連
島
の
シ
ン
ボ
ル
と
捉
え
︑
存
続
を
希
望
し

て
い
る
︒
こ
の
回
答
を
得
ら
れ
た
理
由
は
︑
回
答
し
て
い
た
だ
い
た
門
徒
の
生
ま
れ
る
以
前
よ
り
西
教
寺
は
存
在
し
︑
生
ま
れ
て
か

ら
現
在
ま
で
一
番
身
近
な
お
寺
で
あ
り
︑
島
の
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
︒
そ
れ
に
︑
前
住
職
が
六
連
島
分
校
の
先
生
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
︑
１
９
人
が
西
教
寺
に
思
い
入
れ
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
︒
自
分
が
育
っ
た
場
所
と
い
う
事
も
あ
り
︑

存
続
を
希
望
し
て
い
る
割
合
が
多
い
︒
こ
こ
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
興
味
深
い
こ
と
は
︑
西
教
寺
に
変
化
を
求
め
る
か
と
い
う
質
問
に

お
い
て
︑
﹁
い
い
え
﹂
と
答
え
た
割
合
が
多
い
︒
そ
の
割
合
は
過
半
数
を
超
え
て
い
る
︒
一
定
数
︑
西
教
寺
存
続
の
た
め
に
は
今
と

は
違
う
変
化
を
期
待
し
求
め
て
い
る
が
︑
こ
の
回
答
結
果
に
な
っ
た
の
は
︑
島
と
い
う
自
然
に
囲
ま
れ
た
環
境
で
古
風
な
お
寺
・
本

堂
と
い
う
歴
史
を
感
じ
る
印
象
を
消
さ
な
い
で
ほ
し
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
島
の
ス
タ
イ
ル
に
合
い
︑
都
会
と
は
一

味
違
う
落
ち
着
い
た
印
象
が
島
民
に
フ
ィ
ッ
ト
し
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
︒
だ
が
し
か
し
古
風
な
本
堂
を
残
す
だ
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け
で
は
存
続
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
︒
存
続
と
い
う
に
は
今
ま
で
以
上
に
多
く
の
人
に
西
教
寺
を
知
っ
て
も
ら
い
︑
訪
れ
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
︒
門
徒
の
皆
さ
ま
も
行
事
や
法
要
を
増
や
し
︑
お
軽
同
行
の
出
身
地
と
し
て
多
く
の
参
拝
者
を
望
み
︑
全
国
各
地
の

寺
院
と
の
関
係
人
口
を
作
る
べ
き
と
い
う
︒ 

 

次
に
二
回
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
︑
４
６
枚
の
回
答
が
あ
り
︑
本
稿
で
は
島
民
７
６
人
の
内
４
６
人
︵
２
０
２
４
年
９
月
現
在
︶

を
西
教
寺
門
徒
と
し
て
進
め
る
︒
こ
の
人
数
は
島
民
の
約
６
１
％
で
あ
る
︒
こ
の
数
字
を
元
に
過
去
・
現
在
・
将
来
の
人
口
︑
門
徒

数
を
推
測
し
た
の
が
表
１―
２
︑
１―

３
で
あ
る
︒
二
回
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
記
述
を
メ
イ
ン
に
し
た
︒
西
教
寺
の
思
い
で
と
︑
未

来
像
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
人
口
が
減
少
し
て
い
き
過
疎
化
が
止
ま
ら
な
い
門
徒
の
声
を
聞
け
る
の
は
今
し
か
な
く
︑

自
分
に
し
か
で
き
な
い
役
目
だ
と
考
え
た
か
ら
︒
ま
た
︑
西
教
寺
発
展
の
た
め
に
は
門
徒
の
声
と
意
見
が
必
須
で
︑
文
字
と
し
て
残

し
た
方
が
︑
強
調
性
が
出
る
と
考
え
た
か
ら
だ
︒
一
回
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
参
考
に
︑
二
回
目
で
は
六
連
島
・
西
教
寺
の
未
来
像
を

よ
り
具
体
的
に
考
え
て
も
ら
っ
た
︒
未
来
像
は
高
齢
化
で
生
活
す
る
に
は
厳
し
い
環
境
に
は
な
る
と
思
う
が
︑
島
か
ら
出
て
生
活
し

た
い
と
い
う
声
は
な
か
っ
た
︒
即
ち
今
後
も
生
活
で
き
る
場
所
で
あ
り
︑
あ
わ
よ
く
ば
観
光
業
で
活
気
の
あ
る
島
で
あ
る
こ
と
を
望

む
声
が
多
か
っ
た
︒ 

島
民
の
意
見
を
聞
く
と
︑
西
教
寺
は
存
続
し
て
ほ
し
い
が
︑
島
民
は
増
え
る
こ
と
な
く
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
い
く
︒
島
も
活
気
に

あ
ふ
れ
た
場
所
に
す
る
の
は
西
教
寺
も
行
動
し
て
ほ
し
い
︒
そ
し
て
そ
の
行
動
が
結
び
つ
く
と
西
教
寺
へ
の
参
拝
者
も
増
え
︑
西
教

寺
存
続
へ
繋
が
る
の
で
は
と
感
じ
た
︒ 
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第
五
節 

妙
好
人
﹃
六
連
島
の
お
軽
さ
ん
﹄
を
訪
ね
る
研
修
旅
行
参
加
者
調
査 

 

こ
の
調
査
は
︑
２
０
２
４
年
７
月
２
６
日
に
門
徒
推
進
委
員
連
絡
協
議
会
第
５
ブ
ロ
ッ
ク
︵
豊
浦
組
／
下
関
組
／
小
月
組
／
豊
浦

西
組
︶
が
主
催
し
西
教
寺
本
堂
で
お
軽
同
行
研
修
が
西
教
寺
住
職
・
妙
光
寺
住
職
・
坊
守
の
も
と
行
わ
れ
た
際
に
実
施
し
た
︒
︵
５

０
枚
︶ 

初
め
に
全
体
を
見
る
と
︑
六
連
島
に
初
め
て
訪
れ
た
方
の
割
合
が
多
く
︑
率
直
な
意
見
が
う
か
が
え
た
と
感
じ
て
い
る
︒
た
だ
お

軽
同
行
に
つ
い
て
こ
の
研
修
以
前
よ
り
知
っ
て
い
た
と
い
う
割
合
は
７
割
近
く
あ
っ
た
︒
六
連
島
に
つ
い
て
独
特
な
立
地
・
環
境
で

あ
る
西
教
寺
を
昔
な
が
ら
の
雰
囲
気
を
味
わ
え
る
状
態
の
維
持
を
期
待
す
る
声
が
多
か
っ
た
︒
お
軽
同
行
の
生
涯
︑
歌
を
西
教
寺
の

本
堂
で
今
一
度
学
ぶ
こ
と
が
で
き
︑
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
た
い
／
ひ
と
こ
と
ひ
と
こ
と
味
わ
い
深
く
学
べ
た
と
い
う
感

想
を
い
た
だ
け
た
︒
再
度
六
連
島
・
西
教
寺
を
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
割
合
が
多
く
︑
次
回
も
お
軽
同
行
の
法
話
を
聴
聞
し
た
い

と
い
う
︒ 

 

男
性
も
女
性
も
お
軽
同
行
に
つ
い
て
︑
こ
の
研
修
以
前
よ
り
知
っ
て
い
る
人
数
が
多
く
︑
認
知
度
の
高
さ
が
今
一
度
確
認
で
き
た
︒

今
回
は
下
関
市
の
組
を
対
象
と
し
て
い
る
が
︑
今
後
対
象
規
模
を
拡
大
す
る
と
よ
り
一
段
と
妙
好
人
／
お
軽
同
行
に
つ
い
て
の
研
究

が
進
む
と
考
え
た
︒
他
の
妙
好
人
の
聖
地
へ
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
し
た
数
は
半
数
あ
り
︑
真
宗
の
妙
好
人
が
親
し
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
︑
今
後
妙
好
人
の
研
修
・
聖
地
巡
礼
等
各
該
当
寺
院
と
の
連
携
︑
研
修
内
容
の
向
上
︵
妙
好
人
か
ら
あ
り
が
た
い

こ
と
を
学
べ
る
的
な
こ
と
︶
が
期
待
で
き
︑
妙
好
人
が
全
国
に
も
た
ら
す
影
響
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 
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第
六
節 

考
察 

 

こ
の
章
で
は
私
が
実
施
し
た
６
つ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
︑
西
教
寺
に
関
係
す
る
多
く
の
方
か
ら
の
意
見
を
い
た
だ
け
た
︒
今

回
は
西
教
寺
／
浄
土
真
宗
に
関
係
す
る
方
だ
け
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
っ
た
︒
衆
徒
以
外
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
す
る
と
さ
ら
に

深
い
調
査
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
今
回
の
調
査
は
︑
今
ま
で
こ
の
よ
う
な
調
査
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
西

教
寺
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
の
時
代
生
き
残
っ
て
い
く
上
で
大
き
な
調
査
結
果
を
得
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
大
き
な
改
善
点
か
ら
︑

す
ぐ
に
で
も
進
め
ら
れ
る
改
善
点
を
再
認
識
で
き
︑
西
教
寺
の
将
来
の
道
筋
が
少
し
見
え
て
き
た
だ
ろ
う
︒ 

 

多
く
の
回
答
か
ら
西
教
寺
を
存
続
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
上
で
︑
こ
こ
か
ら
は
記
述
し
て
い
く
︒
ま
ず
活
動
方
法
は
︑

現
在
の
活
動
内
容
で
は
数
年
後
も
同
じ
よ
う
な
境
遇
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
活
動
内
容
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
︒
現
在
の
年

間
行
事
に
加
え
て
︑
﹁
妙
好
人
お
軽
同
行
法
要
﹂
や
﹁
妙
好
人
お
軽
同
行
勉
強
会
﹂
な
ど
島
民
の
み
な
ら
ず
島
外
在
住
の
人
が
お
軽

同
行
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
団
体
参
拝
や
団
体
研
修
な
ど
他
寺
院
か
ら
の
行
事
提
案
の
引
き
受
け
も
引
き
続

き
実
施
し
︑
全
国
各
地
か
ら
の
参
拝
者
増
加
を
期
待
す
る
︒ 

 

こ
の
活
動
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
︑
六
連
島
／
西
教
寺
が
周
知
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
︑
現
代
の
発
信
ツ
ー
ル
を
用
い
て
下
関
だ

け
で
な
く
全
国
︑
ま
し
て
は
世
界
へ
と
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
お
軽
同
行
の
出
版
物
の
中
に
は
英
訳
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
︑

目
に
止
ま
る
外
国
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
は
下
関
市
・
六
連
島
で
の
活
動
団
体
と
の
関
係
を
活
か
す
と
浄
土
真
宗
内
だ

け
で
な
く
一
般
人
に
も
西
教
寺
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
機
会
づ
く
り
や
お
軽
同
行
に
触
れ
る
こ
と
も
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
︒ 

 

今
後
は
西
教
寺
︑
妙
光
寺
と
協
力
し
て
西
教
寺
発
展
の
た
め
に
実
践
へ
と
フ
ェ
ー
ズ
が
移
行
さ
れ
る
︒
今
構
想
案
に
あ
る
の
は
３
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つ
あ
り
︑ 

第
一
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
︒
西
教
寺
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︑
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
い
た
め
︑
今
後
開
設
の
予
定
が
あ
る
︒
そ
う
す

る
と
携
帯
１
つ
で
西
教
寺
の
場
所
︑
外
見
︑
法
要
日
程
等
の
情
報
を
現
地
に
訪
れ
る
前
に
入
手
で
き
る
︒
ま
た
︑
連
絡
も
電
話
だ
け

で
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
２
４
時
間
３
６
５
日
や
り
取
り
が
で
き
︑
離
島
と
い
う
立
地
だ
か
ら
こ
そ
情
報
の
発
信
を
し
て
い
く

意
義
が
あ
る
︒ 

第
二
に
新
た
な
妙
好
人
お
軽
同
行
の
出
版
物
の
制
作
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
西
教
寺
前
住
職
が
出
版
さ
れ
た
﹃
妙
好
人
お
か
る

さ
ん
﹄
は
昭
和
５
１
年
の
９
版
︑
改
編
再
販
さ
れ
た
も
の
で
も
平
成
１
６
年
の
も
に
な
る
︒
新
た
な
出
版
物
を
発
行
し
て
も
良
い
時

期
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
﹃
妙
好
人
お
か
る
さ
ん
﹄
は
お
軽
の
歌
を
載
せ
て
い
る
が
現
代
語
訳
が
無
い
︒
現
代
の
人
に
知
っ
て

も
ら
う
た
め
に
は
現
代
語
訳
を
掲
載
し
た
方
が
よ
り
お
軽
の
気
持
ち
や
信
心
を
分
か
り
や
す
く
出
版
物
か
ら
も
学
べ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒ 

 
 

第
三
に
下
関
市
︑
下
関
市
内
の
活
動
団
体
と
タ
ッ
グ
を
組
み
︑
寺
院
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
の
市
内
の
歴
史
的
建
造
物
・
歴
史

あ
る
寺
院
に
参
拝
す
る
イ
ベ
ン
ト
企
画
を
発
案
し
て
い
く
︒
参
拝
者
に
は
参
拝
記
念
ス
タ
ン
プ
や
お
軽
同
行
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
配
布
な
ど
参
拝
し
た
記
念
に
な
る
も
の
を
提
供
す
る
︒ 

２
０
２
４
年
度
に
開
催
さ
れ
た
﹁
し
も
の
せ
き
し
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
﹂
は
西
教
寺
に
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
設
置
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑

六
連
島
に
は
設
置
さ
れ
た
︒
全
体
で
４
０
３
３
人
の
参
加
者
が
い
た
中
︑
２
５
６
人
が
六
連
島
に
足
を
踏
み
入
れ
た
︒
︵
彦
島
地
区

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
直
接
取
材
よ
り
︶
こ
の
結
果
は
︑
今
後
改
善
し
て
い
け
ば
六
連
島
に
訪
れ
る
人
も
増
え
て
い
く
可
能
性
が
高
い
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だ
ろ
う
︒ 

   

第
四
章 

離
島
寺
院
の
意
義 

 

表
１―

３
の
今
回
の
調
査
よ
り
︑
六
連
島
の
人
口
と
西
教
寺
門
徒
数
を
調
べ
︑
将
来
の
人
口
数
と
門
徒
数
を
推
測
し
た
︒
表
１―

２
よ
り
５
年
で
六
連
島
の
人
口
が
１
３
人
減
少
す
る
と
予
測
し
︑
数
値
化
し
た
︒
す
る
と
︑
２
５
年
後
に
は
人
口
が
二
桁
ギ
リ
ギ
リ

の
数
値
で
あ
り
︑
３
０
年
後
に
は
マ
イ
ナ
ス
表
記
に
な
っ
た
︒
こ
の
結
果
か
ら
︑
今
後
３
０
年
が
六
連
島
の
命
と
言
え
る
だ
ろ
︒
門

徒
数
も
比
例
し
て
い
る
た
め
門
徒
だ
け
で
活
動
し
て
い
く
に
は
３
０
年
し
か
も
た
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
数
値
は
︑
あ
く
ま
で
現
状

で
予
想
さ
れ
る
推
移
で
あ
り
︑
確
実
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
約
２
０
年
か
ら
３
０
年
の
間
に
︑
人
口
数
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
︑
離
島
寺
院
の
意
義
を
︑
島
の
歴
史
館
的
立
ち
位
置
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
一
番
は
門
徒
関
係

者
の
帰
る
場
所
と
し
て
捉
え
て
も
ら
い
た
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
現
在
も
六
連
島
に
は
空
き
家
が
あ
り
︑
今
後
も
増
え
て
い
く
こ
と
は

人
口
推
測
か
ら
予
測
で
き
る
︒ 

将
来
門
徒
が
六
連
島
で
は
生
活
で
き
な
く
な
っ
た
時
︑
六
連
島
の
人
口
が
０
に
な
っ
た
時
に
︑
生
活
し
て
い
た
場
所
・
時
間
を
思

い
出
し
て
も
ら
い
た
い
︒
こ
れ
が
︑
私
が
考
え
る
離
島
寺
院
の
意
義
だ
と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
も
六
連
島
の
シ
ン
ボ
ル
と

捉
え
ら
れ
て
き
た
西
教
寺
を
存
分
に
活
用
し
︑
今
後
も
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
残
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︒
こ
の
案
が
進
む
と
空
き
家
の
使
い
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道
も
格
段
に
増
え
︑
農
業
・
事
業
拡
大
︑
下
関
市
の
整
備
も
行
い
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
︒
西
教
寺
の
本
堂
は
今
の
状
態
を
残
す
と
し
︑

庫
裏
の
改
築
や
西
教
寺
近
く
の
空
き
家
を
活
用
し
六
連
島
に
関
わ
る
生
活
様
式
を
保
存
す
る
︒
西
教
寺
が
管
理
元
な
の
で
管
理
者
も

存
在
し
︑
六
連
島
に
島
民
が
在
中
し
て
い
る
間
は
島
民
の
公
民
館
的
役
割
や
休
憩
所
︑
談
笑
場
に
も
な
り
得
る
︒
活
用
方
法
は
未
知

数
だ
︒ 

   

結
論 

 

本
論
文
で
こ
こ
ま
で
の
調
査
が
で
き
た
の
は
︑
六
連
島
島
民
・
西
教
寺
門
徒
を
は
じ
め
︑
下
関
市
役
所
企
画
課
の
合
澤
氏
︑
西
本

願
寺
寺
院
活
動
支
援
部
佐
々
木
氏
︑
超
勝
寺
住
職
大
來
氏
︑
光
源
寺
様
︑
法
珠
寺
住
職
加
藤
氏
︑
未
来
の
住
職
塾
遠
藤
氏
︑
元
六
連

島
地
域
お
こ
し
協
力
隊
宮
城
氏
︑
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
佐
伯
氏
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
那
須
氏
︑
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
横
山
氏
︑
築
地
本
願
寺
な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
意
見
を
元
に
こ
こ
ま
で
進
め
て
こ
ら
れ
た
︒
日
本
全
国
で
寺
院
活
動
の
縮
小

化
が
目
に
見
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
よ
り
離
島
の
寺
院
の
現
状
そ
し
て
こ
れ
か
ら
を
危
惧
し
て
い
る
印
象
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
活
動
の

仕
方
に
よ
っ
て
は
多
く
の
団
体
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
で
き
︑
現
代
的
な
寺
院
に
し
て
い
く
必
要
︑
可
能
性
が
見
え
て
き
た
︒ 

第
一
章
で
は
︑
西
教
寺
が
あ
る
六
連
島
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
た
︒
第
二
章
で
は
︑
西
教
寺
の
歴
史
と
現
状
を
簡
潔
で
は
あ
る

が
述
べ
た
︒
第
三
章
で
は
本
研
究
に
あ
た
り
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
用
い
た
結
果
を
述
べ
た
︒
第
四
章
で
は
︑
前
章
の
ア
ン
ケ
ー
ト
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結
果
を
元
に
西
教
寺
の
今
後
の
存
続
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
︒ 

 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
西
教
寺
が
今
後
も
必
要
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
た
め
︑
廃
寺
に
は
せ
ず
︑
存
続

さ
せ
て
い
く
︒
た
だ
︑
今
の
状
態
を
維
持
す
る
の
は
簡
単
だ
が
︑
こ
れ
で
は
存
続
し
て
い
く
意
義
が
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
今
後
は
よ

り
能
動
的
に
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
行
政
・
民
間
団
体
と
連
携
を
保
ち
︑
西
教
寺
だ
け
の
発
展
で
は
な
く
︑
六
連
島

そ
し
て
下
関
市
の
発
展
に
繋
が
る
行
動
だ
と
考
え
る
の
で
︑
今
後
も
調
査
対
象
と
し
︑
自
ら
も
活
動
に
入
り
︑
研
究
を
続
け
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
い
る
︒ 

 

２
０
２
５
年
か
ら
は
西
教
寺
の
認
知
度
を
上
げ
る
た
め
︑
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
動
に
よ
る
場
所
︑
歴
史
︑
行
事
案
内
な
ど
の
掲
載
︒
年
間
行

事
・
法
要
は
変
わ
ら
ず
行
い
な
が
ら
も
団
体
参
拝
や
研
修
の
頻
度
を
増
や
し
︑
妙
好
人
の
生
き
た
寺
院
︑
島
︑
古
風
な
雰
囲
気
な
ど

六
連
島
で
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
時
間
づ
く
り
に
よ
る
真
宗
伝
道
を
実
施
し
て
い
き
た
い
︒
今
後
の
第
一
段
階
と
言
え
る
西
教
寺
の
認

知
を
達
成
で
き
た
暁
に
は
︑
第
二
︑
第
三
段
階
の
到
達
目
標
を
掲
げ
て
今
後
も
存
続
で
き
る
よ
う
な
活
動
を
行
い
た
い
︒ 
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<表1-2>指定年との⽐較
年代 ⼈⼝ 何年後 ⼈⼝増減 ⼈⼝密度（⼈/㎢）＊0.69㎢ ⾨徒数推定⼈数＊島⺠の61% ⾨徒数増減 ⼈⼝密度
安政5（1858）年 335 0 0 485.5072464 204.35 0 296.1594
明治42（1909）年 464 51 129 672.4637681 283.04 78.69 410.2029
昭和10（1935）年 360 77 -104 521.7391304 219.6 -63.44 318.2609
昭和63（1988）年 238 130 -122 344.9275362 145.18 -74.42 210.4058
平成17（2005）年 128 147 -110 185.5072464 78.08 -67.1 113.1594
平成22（2010）年 117 152 -11 169.5652174 71.37 -6.71 103.4348
平成27（2015）年 103 157 -14 149.2753623 62.83 -8.54 91.05797
令和2（2020）年 85 162 -18 123.1884058 51.85 -10.98 75.14493
令和6（2024）年 76 166 -9 110.1449275 46 -5.85 66.66667
安政5年からの推移 -259 166 -259 -158.35 -158.35

＜表１－２＞



<表1-3>将来⼈⼝推測 (⼈⼝)2005年からの数より5年で13⼈減少とする
年 ⼈⼝ ⼈⼝密度（⼈/㎢）＊0.69㎢ ⾨徒数 ⼈⼝密度（⼈/㎢）＊0.69㎢
令和6(2024 ) 76 110.1449275 46 66.66666667
令和11（2029） 63 91.30434783 38.43 55.69565217
令和16（2034） 50 72.46376812 30.5 44.20289855
令和21（2039） 37 53.62318841 22.57 32.71014493
令和26（2044） 24 34.7826087 14.64 21.2173913
令和31（2049） 11 15.94202899 6.71 9.724637681
令和31（2054） -2 -2.898550725 -1.22 -1.768115942

＜表１－３＞



<表2-1>⻄教寺⾨徒アンケート
１、⻄教寺は今後も六連島のシンボルだ。 はい いいえ
２、⻄教寺は今後も存続すべきだ。 はい いいえ
３、⻄教寺に変化を求める。 はい いいえ
４、⻄教寺に思い⼊れがある。 はい いいえ
５、⻄教寺をより多くの⼈に知ってもらいたい。 はい いいえ
６、より多くの⼈に知ってもらうため何か考えがある。 はい いいえ
７、お軽同⾏を知っている。 はい いいえ
８、お軽同⾏に関して考えを持っている。 はい いいえ

質問１ ⼈数
はい 21
いいえ 2
合計 23

質問２ ⼈数
はい 21
いいえ 1
回答無し 1
合計 23

質問３ ⼈数
はい 7
いいえ 15
回答無し 1
合計 23

質問４ ⼈数
はい 19
いいえ 2
回答無し 2
合計 23

質問５ ⼈数
はい 19
いいえ 2
回答無し 2
合計 23

質問６ ⼈数
はい 5
いいえ 11
回答無し 7
合計 23

質問７ ⼈数
はい 23
いいえ 0
合計 23

質問８ ⼈数
はい 6
いいえ 13
回答無し 4
合計 23

表2-1



 
 

⻄教寺本堂写真（撮影著者） 
 

 
 

お軽碑の写真（撮影著者） 
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