
寺
院
を
一
八
会
性
お
寺
を
支
舌
仕
組
み
②

お
寺
と
地
域
の
「
共
に
す
る
」
活
動

前
回
の
一
{
示
報
一
 
9
一
月
号
)
で
は
、
滋
賀

教
区
の
お
寺
に
つ
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
(
社
会
関
係
資
本
)
の
視
点
か
ら
、
ど

の
よ
う
に
「
う
ち
の
お
寺
」
意
識
が
生
ま
れ
、

は
ぐ
く

お
寺
と
ご
門
徒
と
の
「
つ
な
が
り
」
が
育
ま
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
報
告
し

ま
し
た
0

今
回
は
、
「
お
寺
の
信
頼
は
ど
の
よ
う
に
生

ま
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
も
と
、
お
寺
と

地
域
(
ご
門
徒
)
の
「
共
に
す
る
」
活
動
に
つ

い
て
、
お
寺
の
「
兼
業
」
の
問
題
に
も
注
視
し

つ
つ
、
レ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
れ
ば
、
人
は
集
ま
り
ま
せ
ん
。

実
は
こ
の
「
信
頼
」
こ
そ
が
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
(
社
会
関
係
資
本
)
を
語
る

上
で
、
欠
か
せ
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
り
ま

す
。

「
信
頼
」
と
は
、
「
こ
の
人
を
信
頼
し
て
い
る
」

「
あ
の
人
た
ち
は
信
頼
し
あ
っ
て
い
る
」
な
ど

と
使
用
さ
れ
る
よ
、
つ
に
、
私
と
他
者
、
他
者
と

他
者
を
結
び
つ
け
る
心
の
は
た
ら
き
の
こ
と
を

い
い
ま
す
0

親
鸞
聖
人
も
お
示
し
の
と
お
り
、
私
た
ち
人

そ
ー

h
h

間
は
、
他
者
に
対
し
て
疑
い
や
妬
み
、
嫉
み
を

持
つ
存
在
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
他
者
も
ま

た
、
私
自
身
を
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識

し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
0

疑
い
あ
う
関
係
性
の
中
に
、
継
続
的
な
「
つ
な

が
り
」
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、

こ
う
し
た
「
疑
い
」
な
ど
の
心
を
他
者
が
自
分

い
だ

に
対
し
て
抱
か
な
い
よ
う
、
つ
ま
り
「
信
頼
さ

れ
る
存
在
」
で
あ
ろ
う
と
行
動
し
ま
す
。
し
か

ぬ
ぐ

し
、
他
者
を
阻
害
す
る
意
識
は
な
か
な
か
拭
い

が
た
い
感
情
で
も
あ
る
の
で
、
「
信
頼
」
が
そ

だ
つ
よ
う
継
続
的
に
努
力
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

拓
寺
の
「
信
頼
」
と
は

さ
て
、
お
寺
が
「
人
び
と
の
集
う
空
問
」
で

あ
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
さ

ま
ざ
ま
な
事
柄
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
最
も
不

可
欠
な
も
の
と
し
て
、
お
寺
に
対
す
る
「
信
頼
」

が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
び
と
は
「
信
頼
」

の
な
い
場
所
や
空
間
に
集
ま
ろ
う
と
は
し
ま
せ

ん
0
 
そ
れ
は
、
お
寺
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

し
と
う
一
一
ん

ど
ん
な
に
清
掃
が
行
き
届
き
、
お
荘
厳
が
整

え
ら
れ
、
法
味
豊
か
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
て
も
、
お
寺
そ
の
も
の
に
「
信
頼
」
が
な
け

い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
0

で
は
、
お
寺
は
ど
、
?
い
う
取
り
組
み
を
通
し

て
、
ご
門
徒
や
地
域
住
民
と
の
「
信
頼
」
を
築

い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
滋
賀
調
査
の
結
果

か
ら
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
の
は
、
お
寺
と
地
域

の
「
共
に
す
る
」
活
動
が
、
お
寺
の
「
信
頼
」

を
生
む
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
、
?
こ

と
で
し
た
。

22年0報宗

翁
寺
と
地
域
の
「
共
に
す
る
」
活
動

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
九
九
の
第
一
人

.
、

者
・
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、

ノ

社
会
関
係
資
本
が
指
し
示
す
の
は
、
社
会
的

な
つ
な
が
り
の
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
す

寺
に
来
ら
れ
た
客
人
に
お
茶
を
ふ
る
ま
う
こ
と

は
「
0
0
さ
ん
の
た
め
に
」
と
い
、
?
行
為
に
な

と
き

り
ま
す
が
、
法
要
の
際
に
ふ
る
ま
う
お
斎
を
仏

婦
の
人
と
一
緒
に
つ
く
る
こ
と
は
、
仏
婦
の
人

と
「
共
に
す
る
」
行
為
と
な
り
ま
す
0
 
パ
ッ
ト

0
、ノ

ナ
ム
は
、
「
共
に
す
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ぱ
、

本
当
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

と
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。

滋
賀
教
区
で
は
、
寺
族
に
ょ
る
積
極
的
な
地

域
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
へ
の
社
会
参
加
(
民
生
委
員
、

人
権
擁
護
委
員
、
自
治
会
活
動
な
ど
)
が
見
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
お
寺
と
地
域
佳
民

と
の
「
共
に
す
る
」
活
動
に
該
当
し
ま
す
。
お

寺
の
外
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
「
共
に

す
る
」
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

「
共
に
す
る
」
活
動
が
地
域
で
の
「
信
頼
」
を

じ
と
、
?
せ
い

醸
成
し
て
い
る
こ
と
も
調
査
か
ら
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
「
民
生
委
員
を
や
っ
て
い
て
、

そ
の
仲
問
と
つ
な
が
り
が
で
き
、
地
域
で
信
用

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
「
地
域
の
人

と
一
緒
に
清
掃
を
し
た
り
、
懇
親
会
で
交
流
を

持
っ
た
り
し
た
こ
と
が
お
寺
の
信
頼
に
つ
な
が

け
、
?
右
り

つ
て
い
る
」
と
い
っ
た
ご
住
職
や
坊
守
さ
ん
の

語
り
か
ら
、
地
域
の
人
と
目
的
を
共
有
し
、
共

に
活
動
す
る
こ
と
が
、
お
寺
に
対
す
る
信
頼
形

成
へ
と
実
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

着
目
す
べ
き
は
、
「
共
に
す
る
」
こ
と
と

「
兼
業
」
が
つ
な
が
っ
て
い
る
点
で
す
。

な
わ
ち
「
共
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

(
.
ハ
ッ
ト
ナ
ム
著
柴
内
康
文
訳
「
孤
独
な

ポ
ウ
リ
ン
グ
一
一
三
五
頁
)

と
示
し
ま
す
。
バ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
誰
か
の
「
た

め
に
す
る
」
行
為
と
誰
か
と
「
共
に
す
る
」

イ

為
を
区
別
し
、
他
者
と
の
「
協
働
」
(
・
共
に

す
る
行
為
)
が
あ
っ
て
こ
そ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ

ヤ
ビ
タ
ル
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
0
 
例
え
ぱ
、
お

●
「
兼
業
」
の
実
態

滋
賀
教
区
の
お
寺
は
、
住
職
・
寺
族
の
兼
業

率
が
八
S
九
割
と
一
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
実

調
査
先
の
多
く
の
ご
住
職
が
「
こ
の
地
域
に
兼

業
は
不
可
欠
だ
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

状
況
の
中
で
、
滋
賀
教
区
の
お
寺
は
、
地
域
と

の
つ
な
が
り
を
密
に
寺
院
活
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。
で
は
、
こ
う
し
た
兼
業
の
お
寺
に
は
ど

の
よ
う
な
「
信
頼
」
が
形
成
さ
れ
育
ま
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
、
つ
か
。

ご
住
職
の
兼
業
先
は
、
別
寺
院
で
の
法
務
、

本
山
や
教
務
所
・
別
院
な
ど
の
宗
務
機
関
、
保

育
園
の
経
営
や
小
中
学
校
の
教
員
市
役
所
な

ど
の
行
政
機
関
や
一
般
企
業
な
ど
、
多
種
多
様

で
す
0
 
ま
た
、
も
と
も
と
は
兼
業
で
あ
っ
た
が
、
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今
は
退
職
し
年
金
を
受
け
と
り
な
が
ら
寺
院
運

営
を
さ
れ
て
い
る
ご
住
職
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
方
が
た
と
地
域
と
の
関
係
は
結
束
の

強
い
ケ
】
ス
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
お
寺
の
あ

る
地
域
で
兼
業
さ
れ
て
い
る
場
合
、
地
域
の
役

員
を
さ
れ
て
い
る
場
合
と
同
様
、
お
寺
の
外
で

関
係
が
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
同
地
域
で
兼
業
さ
れ
て
い
た
場
貪

退
職
後
も
継
続
的
に
地
域
活
動
に
参
画
さ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
特
徴
も
指
摘
で

き
、
兼
業
と
地
域
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
に

は
関
連
性
が
見
出
せ
ま
す
。

さ
て
、
兼
業
を
さ
れ
て
い
る
住
職
世
帯
の
生

活
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
厳
し
い
」
と
の
声
が

多
い
一
方
で
、
「
ご
門
徒
も
気
を
つ
か
っ
て
く

れ
る
」
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
0
ま
た
、

こ
門
徒
か
ら
も
「
、
つ
ち
の
住
職
は
頑
張
っ
て
い

る
か
ら
、
私
ら
も
(
お
寺
の
活
動
を
)
や
ら
な

い
と
ね
」
と
い
う
語
り
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
発
一
言
は
、
ご
門
徒
が
住
職
世
帯
の
生

活
状
況
を
あ
る
程
度
把
握
さ
れ
て
、
ご
住
職
も

そ
れ
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
出
て
き
た
語
り
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。

ご
門
徒
や
地
域
住
民
に
も
、
「
う
ち
の
お
寺

は
兼
業
す
る
の
が
当
た
り
前
」
と
い
う
理
解
が

侵
透
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
語
り
か
ら
、
お

寺
を
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
ビ
門
徒

に
も
生
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
「
兼
業
」
し
て
い
る
住
職
の
苦
労
し

て
い
る
姿
な
ど
が
ご
門
徒
に
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
ょ
っ
て
、
地
域
住
民
の
お
寺
に
対
す
る

理
解
が
乍
侍
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
0ま

た
、
前
回
報
告
し
た
ご
門
徒
に
ょ
る
寺
院

ご
じ

護
持
会
計
の
管
理
や
お
寺
の
実
務
を
担
当
す
る

「
年
番
」
な
ど
は
、
住
職
や
寺
族
の
「
兼
業
」

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
ま
す
0

つ
ま
り
、
滋
賀
教
区
の
お
寺
の
「
兼
業
」
は
、

地
域
の
人
の
支
え
に
ょ
っ
て
成
り
立
つ
お
寺
と

地
域
の
「
共
に
す
る
」
活
動
と
い
ぇ
る
で
し
ょ

さ
モ
ご
に

の
で
し
ょ
う
か
。
事
例
を
一
つ
紹
介
し
ま
す
0

会
社
勤
め
を
経
験
さ
れ
た
後
、
お
寺
で
経
営

す
る
保
育
園
を
運
営
し
な
が
ら
、
地
域
の
サ
ッ

た
半
さ

カ
ー
活
動
に
熱
心
に
携
わ
る
ご
住
職
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
地
域
で
行
わ
れ
る
夏
祭
り
の

一
、
・
コ
L
俸
・
コ
お
ん

際
に
は
、
お
寺
の
保
育
園
児
た
ち
が
江
州
音

と

ひ
ろ
、
?

頭
を
披
露
す
る
な
ど
し
て
盛
り
上
げ
る
そ
う
で

す
。
そ
の
卒
園
生
の
多
く
は
、
月
に
二
回
行
わ

じ
と
や

"
ね

れ
る
日
曜
学
校
に
参
加
し
た
り
、
除
夜
の
鐘
に

訪
れ
た
り
す
る
な
ど
、
お
寺
と
の
関
係
が
継
続

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
職
が
所
属
す
る
社

会
人
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
プ
の
関
係
者
が
お
寺
の
総

代
に
な
る
な
ど
、
サ
ッ
カ
ー
活
動
に
ょ
る
つ
な

が
り
も
お
寺
の
中
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
サ

ツ
カ
ー
ク
ラ
ブ
の
つ
な
が
り
か
ら
総
代
に
な
っ

と
ι
L
び

た
ご
門
徒
は
、
「
お
寺
の
灯
を
絶
や
さ
な
い
よ

う
に
、
な
ん
と
か
つ
な
げ
て
欲
し
い
と
皆
に
声

を
か
け
て
い
る
ん
だ
」
と
お
話
し
く
だ
さ
っ
た

よ
う
に
、
精
力
的
に
お
寺
の
活
動
に
携
わ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
保
育
園
や
サ
ッ
カ
ー
活
動
で

得
た
ご
住
職
の
経
験
や
つ
な
が
り
が
、
お
寺
の

中
に
取
り
込
ま
れ
新
た
な
つ
な
が
り
を
生
み
出

L
、
お
寺
の
活
力
と
な
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

こ
う
し
た
形
態
に
お
け
る
興
味
深
い
特
徴

は
、
地
域
の
課
題
が
お
寺
で
も
共
有
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
、
お
寺
の
活
性
化

と
地
域
の
活
性
化
と
の
接
続
が
見
ら
れ
ま
す
。

地
域
の
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
、

地
域
に
足
り
な
い
も
の
は
何
か
と
い
っ
た
課
題

が
、
お
寺
の
中
で
も
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
前

述
の
サ
ッ
カ
ー
活
動
を
通
し
て
お
寺
の
総
代
に

な
ら
れ
た
方
も
、
お
寺
を
中
心
と
し
た
地
域
の

子
育
て
に
強
い
思
い
を
お
持
ち
で
し
た
。
今
回

の
調
査
で
は
、
地
域
の
若
い
人
た
ち
が
お
寺
に

来
て
話
し
あ
い
、
協
力
を
し
て
い
る
事
例
を
い

く
つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
地

域
と
お
寺
の
課
題
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
展
開
さ
れ
て
い
る
動
き
で
は
な
い
か
と
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。
伝
道
も
含
め
、
お
寺
の
活
動
が

地
域
と
分
離
す
る
こ
と
な
く
、
地
域
に
生
き
て

い
る
と
い
う
威
覺
が
、
地
域
と
お
寺
の
活
性
化

に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
事
例
は
「
兼
業
」
の
お
寺
と
は
や
や
異

な
り
ま
す
が
、
お
寺
の
外
の
活
動
が
、
お
寺
や

、
?
0

今
回
は
、
お
寺
と
地
域
が
「
共
に
す
る
」
活

動
を
す
る
こ
と
で
、
お
寺
に
対
す
る
「
信
頼
」

が
育
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
硴
認
し
ま
し
た
0
 
ま

た
、
住
職
が
兼
業
し
な
が
ら
の
お
寺
の
活
動
に

は
、
地
域
住
民
が
理
解
し
支
え
あ
い
、
さ
ら
に
、

住
職
が
外
で
得
た
つ
な
が
り
や
経
験
が
地
域
に

還
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
相
互
に
郷
き
あ
い
、

"
ら絡

み
あ
い
な
が
ら
、
お
寺
に
対
す
る
「
偏
」

を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

サ
ッ
カ
ー
活
動
や
兼
業
な
ど
は
、
一
見
、
お

寺
と
は
無
関
係
に
思
え
る
活
動
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
得
た
つ
な
が
り
や
経
験
・
知
識
が
お
寺
の

「
信
頼
」
と
な
っ
て
、
お
寺
本
来
の
活
動
を
充

実
さ
せ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
総
代
さ
ん
は
、

お
寺
の
外
の
活
動
か
ら
つ
な
が
り
、
お
寺
の
役

み
゛

員
と
な
っ
た
方
で
す
が
、
お
寺
の
今
後
を
見
据

え
て
、
ま
さ
に
ご
自
身
の
こ
と
と
し
て
精
力
的

に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
0
 
こ
の
よ
う
に
、
お
寺

と
関
係
の
な
か
っ
た
人
と
の
接
点
を
持
つ
こ
と

゛
そ
の

で
、
お
寺
の
活
動
の
裾
野
を
広
げ
る
取
り
組
み

が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
例
は
、

課
題
を
お
寺
の
外
側
と
「
共
有
」
し
、
課
題
へ

の
取
り
組
み
を
「
共
に
す
る
」
も
の
と
評
価
で

き
る
で
し
ょ
、
つ
0

七
ら

●
兼
業
が
も
た
ら
す
も
の

で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
お
寺
で
は
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
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僧
侶
の
信
頼
と
な
り
、
お
寺
の
活
性
化
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
兼
業
と
共
通
す

る
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
兼
業
が
も

た
ら
す
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
可
能
性
の
一
例

と
し
て
紹
介
し
ま
し
た
0

人
口
減
少
化
が
本
格
的
に
進
む
と
、
社
会
構

造
も
大
き
く
変
わ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
お
寺
の
兼
業
率

も
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

一
層
多
く
な
る
兼
業
に
つ
い
て
、
悲
観
的
に

見
る
だ
け
で
な
く
、
「
お
寺
の
外
側
と
の
接
続
」

「
僧
侶
へ
の
信
頼
の
契
機
」
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
筑
六
」
「
地
域
の
課
題
の
共
有
」
と
兼
業
を
捉

え
直
し
て
い
く
こ
と
が
、
大
切
で
は
な
い
で
し

よ
、
つ
か
0

(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
那
須
公
昭
)
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