
寺
院
を
一
公
暴
《
性
お
寺
を
支
舌
仕
組
み
③

人
々
が
回
帰
す
る
ま
ち
づ
く
り

1
歴
史
の
共
有
と
継
承
力
ー

滋
賀
教
区
調
査
と
「
講
」

二
0
一
三
(
平
成
二
十
吾
年
度
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
が
実
施
し
た
滋
賀
教

け
ん
t
コ
ー

区
に
お
け
る
寺
院
調
査
に
お
い
て
、
顕
著
な
特

徴
の
一
つ
と
し
て
見
え
て
き
た
の
は
、
「
講
」

の
存
在
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
信
仰
が
各
地
に

浸
透
し
て
い
っ
た
中
世
以
降
、
各
地
で
お
念
仏

を
喜
ぶ
人
ぴ
と
の
集
ま
り
が
自
然
発
生
的
に
生

ま
れ
、
「
講
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
「
講
」
は
、

ち
ょ
、
つ
も
ん

お
念
仏
を
喜
ぶ
仏
法
聴
聞
の
場
で
あ
る
と
と

も
に
、
信
仰
を
「
共
に
す
る
」
も
の
ど
う
し
が

集
ま
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
地
域
の
人
ぴ
と
の
つ

ふ
し
と

な
が
り
を
作
り
、
相
互
扶
助
を
促
進
し
、
コ
ミ

ユ
ニ
テ
ィ
の
精
神
的
な
基
盤
と
な
っ
て
き
た
と

さ
れ
る
。

調
査
の
中
で
、
確
認
さ
れ
た
「
講
」
は
、
次

の
五
つ
の
も
の
で
あ
る
。

ぱ
ん
が
た
こ
・
0

佃
番
方
講

②
二
十
五
日
講

③
尼
講
・
男
講

④
の
ぼ
り
講

⑤
ダ
ー
ナ
講

こ
の
中
で
、
「
ダ
ー
ナ
講
」
は
婦
人
会
組
織

を
活
発
に
す
る
た
め
に
、
近
年
新
た
に
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ぱ
、
現
代
版
の
「
講
」

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
「
講
」
は
、
い
ず
れ
も

長
い
活
動
の
歴
史
を
持
つ
も
の
ば
か
り
で
あ

る
0
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町
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

ひ
こ
わ

滋
賀
県
の
場
△
口
、
彦
根
・
大
津
な
と
の
県
内
の

都
市
部
や
、
大
阪
・
京
都
と
い
っ
た
地
域
に
転

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
近
隣
の
町

が
0
 
き

へ
の
転
出
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
も
月
忌

参
り
は
継
続
さ
れ
て
い
る
場
合
が
見
う
け
ら
れ

る
。
つ
ま
り
ご
住
職
が
、
車
な
ど
の
交
通
手
段

を
使
っ
て
月
忌
参
り
に
出
か
け
て
い
る
の
だ
。

報
恩
講
な
ど
の
法
要
へ
集
落
外
か
ら
お
参
り

に
な
る
方
に
つ
い
て
も
、
「
東
京
な
ど
か
ら
久

し
ぶ
り
に
お
見
え
に
な
る
方
も
い
ま
す
が
、
多

く
は
周
辺
の
町
に
出
ら
れ
た
方
が
、
報
恩
講
に

ご
参
拝
さ
れ
て
い
る
様
子
で
す
ね
」
と
、
あ
る

ご
住
職
か
ら
お
聞
き
し
た
。
集
落
自
体
は
過
疎

化
が
進
ん
で
い
て
も
、
お
寺
へ
の
帰
属
意
識
が

残
り
、
近
隣
の
町
か
ら
参
拝
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
0

さ
ん
け
い

参
詣
さ
れ
る
の
で
、
今
で
も
一
 
0
0
名
以
上
の

ご
門
徒
が
お
参
り
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
報

郭
ん
、
」
・
0

恩
講
で
は
、
毎
年
順
番
に
、
集
落
の
一
軒
一
軒

の
家
庭
が
お
軸
を
預
か
り
、
そ
こ
で
報
恩
講
が

0
凡
ギ

懇
ろ
に
勤
修
さ
れ
る
と
一
言
う
0

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
の
で
、
集
落
に
生

ま
れ
育
っ
た
人
ぴ
と
は
、
み
な
蓮
如
上
人
の
こ

と
を
聞
か
さ
れ
、
「
番
方
講
」
の
歴
史
を
学
ひ

な
が
ら
育
っ
て
い
く
。
集
落
の
人
び
と
皆
が
歴

史
を
共
有
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
、

法
要
へ
参
集
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
が
、

一
一
、
?
L
叩
、
0
も
ん
と

江
州
門
徒
で
す
よ
」
と
、
「
番
方
講
」
を
ご
紹

介
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
住
職
が
お
っ
し
ゃ
つ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
地
の
人
び
と
に
と
つ
て

は
、
「
番
方
講
」
の
一
員
で
あ
り
、
江
州
門
徒

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
人
ひ
と
り
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が

推
{
祭
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

●
法
要
へ
の
お
参
り
と
染
落
の
住
み
や
す
さ

集
落
外
か
ら
お
参
り
さ
れ
る
ご
門
徒

●
「
番
方
講
」
と
歴
史
の
共
有

こ
う
し
た
種
々
の
「
講
」
の
中
か
ら
、
「
番

方
講
」
に
つ
ぃ
て
ご
紹
介
し
よ
う
。
「
番
方
講
」

ひ
え
い
¥
ん
れ
ん
に
ょ
し
ょ
う

は
、
比
叡
山
と
本
願
寺
が
対
立
し
、
起
如
上

に
ん
え
ち
ぜ
ん
よ
L
ギ
き

人
が
越
前
の
国
吉
喩
に
移
ら
れ
て
い
た
時
代

ご
し
ん
ね
レ

親
鸞
聖
人
の
御
真
影
を
七
年
間
に
わ
た
り

こ
、

ι

ご
じ
い
し
や
生

護
持
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
0
 
そ
し
て
、
石
山

か
0
せ
ん

合
戦
で
は
、
「
番
方
講
」
の
人
び
と
が
大
坂
本

願
寺
を
支
援
し
続
け
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。

こ
の
「
番
方
講
」
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
A

寺
院
に
お
い
て
は
、
元
々
各
家
庭
で
「
う
ち
の

家
宝
」
と
し
て
大
切
に
保
護
さ
れ
て
い
た
法
宝

物
を
寺
院
で
一
括
保
管
し
、
年
に
一
回
虫
〒
し

ご
ん
し
゛
、
0

を
行
い
、
法
要
を
勤
修
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
法
要
に
は
、
集
落
を
出
て
い
る
方
が
た
も
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
お
寺
の
法
要
に
集
ま
っ

て
く
る
集
落
外
の
ご
門
徒
の
多
く
は
、
近
隣
の

通
常
は
集
落
に
残
る
高
齢
者
な
ど
が
お
参

、
0

し

お
、
コ
じ
上
、
0

り
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
一
人
ご
往
生
さ

れ
る
と
、
お
参
り
に
な
る
力
が
お
一
人
減
っ
て

い
く
と
い
う
の
が
、
過
疎
地
寺
院
の
一
つ
の
実

態
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
「
講
」
活
動
を
中
心
と
す

る
寺
院
で
の
つ
な
が
り
は
、
[
住
み
や
す
い
」

、
な
"

「
帰
り
た
い
」
「
居
場
所
の
あ
る
」
田
舎
作
り
に

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
、
住
職
か
ら

あ
っ
た
。
 
B
寺
院
で
は
、
「
お
寺
と
の
つ
な
が

り
」
は
、
「
門
徒
主
体
の
つ
な
が
り
形
成
」
と

な
り
、
老
人
会
へ
の
食
事
提
供
、
行
政
の
福
祉

活
動
の
サ
ポ
ー
ト
、
花
見
会
、
子
ど
も
向
け
イ

ペ
ン
ト
へ
の
参
画
と
い
っ
た
「
寺
院
外
」
へ
開

く
活
動
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
0
 
つ
ま
り
、

「
講
」
と
い
う
歴
史
を
持
っ
関
係
が
、
住
民
の

集
落
へ
の
愛
着
、
お
寺
へ
の
愛
着
と
な
り
、
さ

ら
に
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
人
問
関
係
が
福
祉
的

な
活
動
へ
と
つ
な
が
り
、
住
み
や
す
い
田
舎
作

り
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
そ
の
結
果

定
年
後
に
地
域
に
戻
っ
て
く
る
人
ひ
と
も
出
て

き
て
お
り
、
人
口
減
小
ノ
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て

い
る
場
合
も
あ
る
と
聞
い
た
。
年
を
取
っ
て
か

H
,
,

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
前
述
の
寺
院
の
よ

う
に
集
落
^
か
ら
お
参
り
に
な
ら
れ
て
い
る
ケ

ー
ス
が
多
く
の
寺
院
で
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
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ら
安
、
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
生
み

出
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
0

つ
ま
り
、
お
寺
が
地
域
の
歴
史
を
保
っ
て
お

り
、
そ
の
歴
史
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て

地
域
へ
の
愛
着
と
な
り
、
人
び
と
の
つ
な
が
り

が
生
ま
れ
、
相
互
扶
助
の
活
動
に
も
な
っ
て
い

る
の
だ沖

永
良
部
島
の
例

現
在
、
日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
人
口
減
小
ノ
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
過
疎
地
が

活
性
化
し
、
人
口
減
少
が
落
ち
着
い
て
い
る
地

域
も
あ
る
。
徳
野
貞
雄
先
生
(
熊
本
大
学
元
教

授
)
は
、
著
齊
「
T
型
集
落
点
検
と
ラ
イ
フ
ヒ

ス
ト
リ
ー
で
み
ぇ
る
家
族
・
集
落
・
女
性
の
底

打
、
し
の
え

力
」
(
農
文
協
)
の
中
で
、
鹿
児
島
県
の
沖
永

ら
ぶ

"
七
ま
"

良
部
島
和
泊
町
の
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
の

地
域
は
、
年
収
が
東
京
の
半
分
以
下
の
一
九
八

万
円
で
あ
る
が
、
出
生
率
が
高
く
、
か
つ
高
校

卒
業
時
に
島
を
出
た
若
者
が
二
五
歳
前
後
か
ら

U
タ
ー
ン
し
て
い
る
た
め
、
人
口
復
元
の
可
能

●
い
だ

性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
当
面
は
人

口
減
少
が
続
く
も
の
の
、
や
が
て
人
口
減
少
は

止
ま
る
状
況
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
沖
、
水

良
部
島
和
泊
町
に
は
、
な
ぜ
人
び
と
が
戻
っ
て

く
る
の
か
。
徳
野
先
生
は
当
地
の
詳
細
な
調
査

を
行
い
、
ま
ず
、
低
所
得
で
は
あ
る
が
地
域
内

経
済
の
循
環
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す

る
。
す
な
わ
ち
畑
で
と
れ
た
農
作
物
の
や
り
取

り
が
あ
り
、
地
域
内
で
物
が
回
っ
て
い
る
た
め
、

外
か
ら
高
い
も
の
を
買
う
必
要
が
な
い
の
で
貧

し
さ
の
実
感
は
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
ま
た
地
区

対
抗
マ
ラ
ソ
ン
や
敬
老
会
で
の
出
し
物
コ
ン
ク

ー
ル
な
ど
に
ょ
っ
て
、
近
隣
の
町
に
出
て
い
る

人
び
と
の
帰
村
の
機
会
が
あ
り
、
伝
統
的
・
人

格
的
・
共
同
体
的
・
自
然
環
境
主
鞍
的
な
生
活

環
境
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
分
析
さ
れ

て
い
る
。
「
離
島
で
あ
る
こ
と
の
空
問
的
緊
密

性
と
、
歴
史
的
に
近
代
化
に
ょ
る
社
会
関
係
の

解
体
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
な
い
こ
と
が
、
和
泊

町
の
社
会
的
統
合
力
を
高
め
て
い
る
」
と
徳
野

島

先
生
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
和
泊
町
の
在
り
方

を
、
現
代
社
会
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
の
よ
う

に
^
一
じ
る
の
は
^
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

他
の
こ
と
に
あ
ら
ず
。
自
身
の
往
生
極
楽
の
信
心

獲
得
の
た
め
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
」
「
こ
の
う
へ
に

は
、
毎
月
の
寄
合
を
い
た
し
て
も
、
報
恩
謝
徳
の

た
め
と
こ
こ
ろ
え
な
ば
、
こ
れ
こ
そ
吉
奨
の
信
、
心

を
具
足
せ
し
め
た
る
行
者
と
も
な
づ
く
べ
き
も
の

な
り
。
」
と
、
寄
合
が
単
な
る
飲
食
だ
け
に
終
わ

ら
ず
信
,
心
獲
得
の
た
め
に
な
る
よ
う
^
め
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
、
「
本
願
寺
史
』
に
は
「
講
」
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
講
は
奈
良
時
代
に
は
、
経
論
を
講
説
す
る
法

会
を
意
味
し
た
が
、
平
安
時
代
に
は
、
そ
れ
が

転
じ
て
信
者
が
毎
"
一
定
の
日
に
染
ま
っ
て
仏

菩
薩
や
高
僧
の
恩
徳
を
仰
信
し
、
法
義
を
讃
暎

す
る
会
合
孝
諌
す
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
鎌

倉
時
代
に
は
そ
う
し
た
信
者
の
集
団
を
も
講
と

称
し
、
広
く
民
問
に
も
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
す
な
わ
ち
同
信
者
が
講
衆
と
し
て
工
疋
の

日
に
集
合
し
、
仏
卦
優
を
讃
咲
供
養
し
、
ま
た

互
に
金
品
を
酸
出
L
て
関
係
行
事
を
営
ん
で
い

る
。
宗
祖
の
時
代
に
は
(
中
略
)
毎
月
二
十
五

日
同
行
が
道
場
に
染
ま
っ
て
、
共
に
念
仏
し
て

一
昧
の
一
女
心
に
住
し
、
互
い
に
樹
親
し
ん
だ
。

そ
れ
と
共
に
、
各
自
報
謝
の
懇
志
を
醜
出
し
合

つ
て
行
事
を
営
み
、
ま
た
宗
祖
の
許
に
捧
げ
、

宗
祖
な
き
後
は
こ
れ
を
大
谷
本
廟
(
本
願
寺
)

へ
上
納
し
た
。
(
中
略
)
と
こ
ろ
で
宗
内
に
お

い
て
い
わ
ゆ
る
講
は
蓮
如
宗
、
王
の
時
代
か
ら
現

わ
れ
る
。
加
賀
能
美
郡
に
四
講
が
で
き
た
と
き
、

宗
主
は
そ
れ
を
「
仏
法
興
隆
の
隈
、
往
生
浄
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(
参
考
)
「
講
」
に
つ
い
て

「
御
文
章
一
第
四
帖
一
三
通
に
は
、
「
講
」
を

「
寄
合
」
と
呼
び
「
そ
も
そ
も
、
毎
月
両
度
の
寄

合
の
由
来
は
な
に
の
た
め
ぞ
と
い
ふ
に
、
さ
ら
に

村
の
活
性
化
と
お
寺
の
役
割

士
の
支
度
」
と
い
い
、
「
会
合
の
時
、
仏
法
の

信
不
信
の
讃
嘆
の
ほ
か
、
世
問
の
沙
汰
然
る
べ

か
ら
ず
」
と
い
っ
て
講
の
本
旨
を
さ
と
し
て
い

る
。
(
小
略
)
ま
た
講
に
お
い
て
は
、
直
接
僧

侶
寺
院
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

憎
俗
の
区
別
な
く
相
い
互
い
に
伺
行
の
自
覚
の

も
と
に
一
^
^
し
^
営
さ
れ
て
い
っ
た
。
^

(
『
本
願
寺
史
一
第
二
巻
五
0
九
1
五
一
0
頁
)

「
講
」
の
歴
史
は
古
く
、
ま
た
宗
門
に
お
い
て

は
信
心
を
喜
び
、
仏
法
が
興
隆
す
る
大
切
な
場
で

あ
り
つ
づ
け
て
い
る
と
一
言
え
よ
う
。

徳
野
先
生
の
著
作
で
沖
永
良
部
島
和
泊
町
の

こ
と
を
読
ん
だ
と
き
、
滋
賀
の
真
宗
寺
院
を
中

心
に
し
た
集
落
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。
小

さ
な
集
落
に
寺
院
が
あ
り
、
そ
の
寺
院
を
中
、
心

と
し
て
伝
統
的
・
人
格
的
・
共
同
体
的
な
生
活

環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ

と
が
集
落
の
魅
力
と
な
り
、
お
寺
の
行
事
な
ど

で
は
近
憐
の
町
か
ら
も
お
参
り
が
あ
り
、
人
口

が
小
ノ
な
く
て
も
、
人
の
行
き
来
が
あ
る
。
ま
た
、

定
年
後
集
落
へ
と
戻
っ
て
く
る
方
が
た
も
い

ら
っ
し
や
る
。
徳
野
先
生
に
ょ
る
「
伝
統
的

人
格
的
・
共
同
体
的
・
自
然
環
境
主
義
的
な
生

活
環
境
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

分
析
と
共
通
す
る
要
素
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
過
疎
地
の
問
題
は
複
雑
で
様
ざ

ま
な
要
因
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
お
寺
の
は
た

ら
き
か
け
だ
け
で
、
簡
単
に
解
決
で
き
る
よ
う

な
課
題
で
は
な
い
。
産
業
が
な
け
れ
ぱ
、
ま
た

仕
事
が
な
け
れ
ぱ
、
住
民
が
定
住
す
る
こ
と
も

難
し
い
。
子
ど
も
が
全
く
い
な
い
、
集
落
に
数

軒
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
物
理
的
状
況

で
は
、
再
生
と
簡
単
に
一
言
う
こ
と
も
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
極
め
て
厳
し
い
^

境
の
中
で
、
数
が
少
な
く
な
っ
た
ご
門
徒
一
人

ひ
と
り
を
大
切
に
し
、
お
寺
を
懸
命
飯
持
さ

れ
て
い
る
ご
住
職
の
姿
も
、
調
査
の
中
で
拝
見

し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
安
易
に
活
性
化
・
再

生
と
は
一
吾
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
今
回
の
調
査

地
域
の
よ
う
に
「
歴
史
」
を
住
民
の
問
に
共
有

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
地
域
の
解
体
を
防

い
で
い
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
0
 
お
寺
と
地
域

の
歴
史
は
、
し
ば
し
ば
緊
密
な
関
係
に
あ
る
だ

ろ
う
0
 
そ
、
?
し
た
歴
史
を
保
ち
伝
え
て
い
く
と

い
う
在
り
方
に
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
、
つ
か
。
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