
寺
院
ど
八
会
共
性
お
寺
を
支
え
る
仕
組
み
⑤

「
無
自
覚
」
の
宗
教
性

こ
れ
ま
で
の
「
宗
報
」
で
お
寺
を
支
え
る
仕

組
み
に
つ
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
。
ヒ
タ
ル

(
社
会
関
係
資
本
)
の
視
点
か
ら
報
告
し
て
き
ま

し
た
0
 
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
。
ヒ
タ
ル
と
は
、

ご
し
゛
う

人
々
の
信
頼
や
互
酬
性
な
ど
社
会
の
つ
な
が

り
の
豊
か
さ
を
い
い
、
社
会
参
加
意
識
の
高
さ

、し

や
地
域
力
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
る
、
地
域
を
支

*

え
る
力
で
す
。

ね
ん
ば
ん

そ
れ
に
ょ
っ
て
こ
こ
ま
で
、
「
年
番
」
「
番
方

講
」
「
兼
業
」
な
ど
の
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、

地
域
と
寺
院
の
関
わ
り
な
ど
を
考
究
し
て
き
ま

◆

ナ
ム
な
と
の
い
う
典
型
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ビ
タ
リ
ス
ト
の
存
在
は
小
ノ
数
で
あ
っ

た
。

③
浄
士
真
宗
の
み
教
え
を
聞
く
こ
と
と
自
己
の

生
き
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
問
い

に
対
し
て
、
「
教
え
を
聞
い
て
特
に
変
わ
っ

た
こ
と
は
な
い
」
と
、
そ
の
関
係
を
否
定
す

る
応
答
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
教
巽
へ
の
批

判
的
視
点
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
教
え
を
聞

く
こ
と
に
対
す
る
積
極
性
は
高
い
も
の
が
あ

つ
大

ご
じ

④
献
身
的
に
寺
院
活
動
や
寺
院
護
持
に
貢
献
す

る
動
機
と
し
て
は
、
親
や
先
祖
、
地
域
の
先

輩
の
存
在
を
あ
げ
る
人
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
広
島
県
、
滋
賀
県
に
共
通
の
結
果
で

す
が
、
ご
門
徒
の
方
が
た
は
自
己
の
行
動
に
つ

い
て
「
み
教
え
や
聴
聞
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た

自
諾
行
動
な
の
か
」
と
問
う
質
問
に
対
し
て

は
、
否
定
的
な
応
答
が
目
立
つ
と
の
共
通
結
果

が
得
ら
れ
ま
し
た
。
一
部
に
「
お
寺
が
あ
っ
て

下
さ
っ
て
本
当
に
あ
り
が
た
く
感
謝
し
た
い
。

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
地
域
の
ビ
ハ
ー
ラ
に
参
加

し
て
い
る
」
と
い
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
が
、

の
は
住
職
・
寺
族
の
方
々
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
寺
の
存
続
に
関
す
る
ご
門
徒
の
苦
し
み

は
大
変
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
地
域
に
と

つ
て
も
大
き
な
課
題
な
の
で
す
。
地
域
や
ご
門

徒
の
視
点
か
ら
お
寺
を
見
直
す
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
大
切
な
も
の
と
思
い
ま
す
0

第
二
は
視
点
の
多
元
性
で
あ
り
ま
す
。
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ビ
タ
ル
は
地
域
の
側
、
寺
院
の

歴
史
の
側
面
、
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

、

側か
ら
事
象
を
照
ら
し
ま
す
。
例
え
ば
布
教
す
る

こ
と
は
報
謝
の
姿
で
す
が
、
同
時
に
地
域
の
視

座
を
豊
か
に
し
、
文
化
を
深
め
る
と
い
う
活
動

で
も
あ
り
、
歴
史
的
社
会
的
に
は
い
の
ち
に
向

け
く
く

き
合
っ
文
化
や
取
り
組
み
を
も
育
ん
で
き
ま
し

た
。
地
域
と
伝
道
と
は
密
接
な
関
わ
り
を
有
し

ま
す
か
ら
、
立
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
今
後

あ
み
,

の
在
り
方
を
見
据
え
る
有
効
な
視
点
と
言
え
ま

す
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ビ
タ
ル
と
い
う
視
点

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
。
ヒ
タ
ル
と
い
う
視
点
に

よ
る
寺
院
研
究
の
主
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
次

の
2
点
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
第
一
に
「
寺
院
を
中
心
と
し
た
視
点
で

な
く
、
地
域
を
中
心
と
し
た
視
点
な
ど
、
多
く

の
視
点
か
ら
寺
院
の
存
在
を
見
直
す
」
こ
と
で

あ
り
ま
す
0
 
私
た
ち
の
前
に
は
過
疎
な
ど
に
ょ

り
、
お
寺
が
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
現
実
の

課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る

12

か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
点
に
気
を
配
る
こ
と
も
重

要
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
よ
、
つ
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ビ
タ
ル
の
視
点
に
基
づ
い
て
、
地
域
と
寺
院
の

関
係
性
に
つ
い
て
の
調
査
を
始
め
ま
し
た
が
、

そ
の
場
合
に
一
つ
の
予
測
が
あ
り
ま
し
た
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
,
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
究
の
第
一
人

ロ
バ
ー
ト
・
パ

ツ
ト
ナ
ム
は
、
「
宗
教
的

者
、

な
人
々
が
類
希
な
る
積
極
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ピ
タ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
」
(
バ
ッ
ト
ナ
ム
著
、
柴
内
康
文
訳
「
孤
独
な

ポ
ウ
リ
ン
グ
」
七
四
頁
)
と
一
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
「
宗
教
的
な
人
々
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教

の
概
念
が
中
、
心
的
で
す
が
、
北
海
道
大
学
の
寺

沢
重
法
さ
ん
は
「
伝
統
仏
教
に
お
い
て
も
檀
家

は
非
檀
家
よ
り
も
社
会
活
動
へ
の
参
加
が
有
意

*
*

に
多
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
寺
院
調
査
を
通

し
て
ご
門
徒
か
ら
「
み
教
え
に
出
会
っ
て
、
社

会
活
動
に
参
加
を
は
じ
め
た
」
と
い
っ
た
言
葉

に
接
す
る
も
の
と
予
測
し
て
い
ま
し
た
0
 
し
か

し
実
際
の
ご
門
徒
の
方
が
た
の
声
は
異
な
っ
て

い
ま
し
た
。

ぱ
ん
が
力

02号80六

無
自
覚
の
宗
教
性

私
た
ち
は
2
0
1
2
年
度
に
広
島
県
北
部
、

2
0
1
3
年
度
は
滋
賀
県
北
部
で
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
と
も
に
浄
土
真
{
示
の
盛
ん
な
地
域
、

熱
心
な
ご
門
徒
の
多
い
地
域
で
あ
り
、
年
番

(
3
月
号
記
載
)
や
番
方
講
(
5
月
号
記
載
)
な

ど
の
伝
統
あ
る
取
り
組
み
を
は
じ
め
、
ビ
ハ

ラ
活
動
、
災
害
支
援
連
研
、
ダ
ー
ナ
講
、
キ

ツ
ズ
サ
ン
ガ
、
念
仏
奉
仕
団
な
ど
に
積
極
的
に

参
画
す
る
ご
門
徒
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
以
下
の
特
徴
が
把
握
で
き
ま
し

一
方
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
。
ヒ
タ
ル
は
そ
も

そ
も
流
動
的
な
社
会
を
分
析
し
て
い
く
も
の
で

,
式
よ

す
か
ら
、
流
動
性
を
失
っ
て
傭
っ
て
判
断
す
れ

お
ち
い

ぱ
、
固
定
的
な
価
値
観
に
陥
る
こ
と
に
も
な
り

ω
ご
門
徒
に
お
い
て
、
そ
の
活
動
が
浄
土
真
宗

士
コ
よ
.
ワ
も
ん

の
教
巽
等
の
聴
聞
に
基
づ
く
も
の
と
の
認

識
を
語
る
人
は
少
な
か
っ
た
。

②
自
己
の
行
動
(
伝
道
活
動
・
社
会
活
動
・
寺

院
や
社
会
へ
の
貢
献
)
に
つ
い
て
、
教
巽
や

教
団
組
織
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
と
い

う
意
識
を
有
す
る
人
々
は
「
門
徒
推
進
員
」

や
「
教
化
団
体
役
員
」
「
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
」

従
事
者
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
パ
ッ
ト

慣報コーナー
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お
聴
聞
は
好
き
だ
が
、
お
寺
の
護
持
は
「
ウ
チ

の
お
寺
」
(
3
月
号
記
載
)
だ
し
、
そ
れ
以
外

に
特
に
な
く
先
祖
以
来
大
事
に
し
て
い
る
、
と

い
っ
た
意
見
に
多
く
接
し
ま
し
た
。

私
は
こ
の
結
果
自
体
が
一
定
の
特
徴
を
持
う

た
独
自
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ビ
タ
ル
の
形
態

を
示
唆
し
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
大
阪
火
学
の
稲
葉
圭
信
さ
ん
な
ど

は
、
日
本
社
会
の
基
底
に
あ
る
宗
教
の
積
極
的

な
公
共
性
を
評
価
し
、
「
無
自
覚
の
宗
教
性
と

ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
と
い
う
研
究
を
す

*
*
卑

す
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に

深
く
入
b
ま
せ
ん
が
、
「
他
者
へ
の
信
頼
や
思

い
や
り
、
和
合
の
、
心
な
ど
が
日
本
人
の
精
神
的

基
層
を
な
し
て
き
た
」
と
指
摘
し
日
本
社
会
の

基
盤
に
あ
る
無
自
覚
な
宗
教
的
情
操
を
社
会
構

築
の
重
要
概
念
と
し
て
再
評
価
し
よ
う
と
さ
れ

て
い
ま
す
0

私
た
ち
の
調
査
は
そ
の
指
摘
を
裏
付
け
る
も

の
で
し
た
。
確
か
に
個
人
の
「
教
え
の
学
び
」

が
そ
の
ま
ま
行
動
基
盤
に
な
っ
て
い
る
方
も
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
は
教
え
を
聞
く
前

か
ら
寺
院
や
社
会
貢
献
に
対
し
て
積
極
的
な
生

き
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
0
 
こ
れ
は
つ
み
重

ね
ら
れ
た
教
え
の
士
壤
と
な
っ
て
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
0
 
こ
の
こ
と
は
さ

ら
に
寺
院
に
つ
い
て
の
新
た
な
知
見
を
も
た
ら

し
ま
し
た
0

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
調
査
が
「
寺
院
を

支
え
て
い
る
も
の
」
だ
け
で
な
く
「
寺
院
存
在

が
支
え
て
い
る
も
の
」
を
も
老
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
望
架
な
こ
と
で
し
た
。
そ
の
寺
院
存

在
が
支
え
て
い
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
寺
院
は
公
共
的
存
在
と

し
て
何
を
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
0
 
本
稿
で

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
.
ヒ
タ
ル
と
滋
賀
、
広
島
寺

院
調
査
の
報
告
は
終
わ
り
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
を
ふ
ま
え
、
積
極
的
側
面
の
み
な
ら
ず

総
合
的
に
考
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
調
査
を
す
す

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
浄
土
暴
本
願
寺
派
賛
勗
究
所
上
級
研
究
員
坂
原
英
見
)

「
北
寺
に
い
て
く
れ
て
あ
り
が
た
い
」

私
た
ち
が
取
材
を
重
ね
た
中
で
、
特
徴
が
見

ぱ
う
も
"

ら
れ
た
も
の
に
、
住
職
・
坊
守
へ
の
評
価
の
基

準
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
主
に
お
寺
と
の

関
係
の
よ
い
ご
門
徒
の
力
が
た
に
取
材
し
て
き

た
の
で
、
多
く
の
ご
門
徒
よ
り
住
職
・
坊
守
自

慢
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
に
次
の
よ
う

な
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
0

ま
ず
、
住
職
に
対
す
る
好
評
価
と
し
て
突
出

し
て
多
い
も
の
が
「
お
参
り
に
愨
」
と
い
う

も
の
で
し
た
。
ま
た
、
住
職
,
坊
守
共
通
の
好

評
価
と
し
て
多
い
も
の
が
「
親
し
み
や
す
さ
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
「
親
し
み
や
す
さ
」

の
具
体
的
例
と
し
て
は
、
「
お
寺
の
活
動
の
際

に
ょ
く
ご
門
徒
に
向
き
合
っ
て
く
れ
る
、
地
域

の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
く
れ
る
」
と
い

つ
た
内
容
で
し
た

こ
れ
ら
か
ら
、
私
た
ち
は
熱
意
あ
る
住
職

坊
{
寸
が
す
ぐ
れ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

の
実
践
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
評
価
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
聞
き
取
れ
ま
し

ナ

そ
れ
と
と
も
に
、
お
参
り
等
の
寺
院
活
動
や
、

お
寺
そ
の
も
の
の
存
在
を
、
ご
門
徒
が
公
共
的

に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で

す
。
広
島
、
滋
賀
と
も
に
、
寺
院
の
護
持
を
す

る
住
職
・
坊
守
に
対
し
ご
門
徒
か
ら
「
あ
り
が

た
い
」
と
い
う
感
謝
の
言
葉
が
し
ぱ
し
ぱ
聞
け

ま
し
た
0

先
に
一
{
示
報
一
 
3
月
号
(
2
0
1
5
年
)
で
、

熱
意
あ
る
ご
門
徒
の
方
が
た
に
お
い
て
、
「
ウ

チ
の
お
寺
」
と
の
意
識
が
高
い
こ
と
を
報
告
し

て
い
ま
す
。
こ
の
「
ウ
チ
の
お
寺
」
は
単
に
自

己
の
所
有
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と

深
い
も
の
で
し
ょ
う
。
現
代
の
別
な
地
域
の
人

が
こ
ぞ
っ
て
「
お
寺
に
い
て
く
れ
て
あ
り
が
た

い
」
と
口
に
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
次
第
に
私
た
ち
は
寺
院
は
公
共
的
な
存

在
で
あ
り
、
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
っ
た
表
現

*
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
つ
い
て
の
詳

し
い
説
明
は
「
{
示
報
一
 
2
0
1
3
年
8
月
号
に

あ
り
ま
す
0

*
*
「
現
代
日
本
に
お
け
る
{
示
教
と
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
活
動
1
J
G
S
S
 
(
日
本
版
 
9
え
二
一

m
o
0
竺
伽
E
二
器
)
の
計
量
分
析
か
ら
1
」
「
日

韓
次
世
代
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
国
際
学
術
大
会
発

表
稿
集
」
 
8
 
・
斯
、
肋
頁
、
 
2
0
1
1
年
。

*
*
*
「
無
自
覚
の
{
示
教
性
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ

ヤ
。
ヒ
タ
ル
」
一
{
示
教
と
社
会
貢
献
」

3

、
紛
頁
、
 
2
0
1
1
年
4
月
0

は
、
「
た
い
せ
つ
な
も
の
」
を
大
切
に
し
て
く

と
心
女

れ
る
と
い
っ
た
時
問
空
問
の
広
が
り
を
伴
っ
た

.

感
謝
の
言
葉
と
考
え
る
べ
き
だ
と
気
付
い
て
き

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
無
自
覚
の
{
示
教
性
と
ソ
ー
シ

ヤ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
、
寺
院
の
持
つ
基
層
に
せ
ま
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
寺
院
に
か
か
わ
る

人
々
の
意
識
を
工
寧
に
把
握
し
て
い
く
作
業
を

通
し
、
寺
院
存
在
の
積
極
的
側
面
を
把
握
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◆
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私
た
ち
は
さ
ま
ぎ
ま
な
手
段
で
聞
き
取
り
や

取
材
を
重
ね
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
特
徴
的

な
言
葉
に
接
し
ま
し
た
。

そ
の
方
は
あ
る
お
寺
の
ご
門
徒
で
、
お
寺
以

外
の
場
所
で
取
材
し
て
み
る
と
、
「
お
聴
聞
は

難
し
い
」
「
組
内
の
住
職
は
み
な
勝
手
」
な
ど
、

厳
し
い
批
判
の
言
葉
が
続
き
ま
し
た
。
「
自
分

の
家
も
子
ど
も
が
出
て
行
き
、
過
疎
で
地
域
も

'
'
,

な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
嘆
か
れ
た
後
、
「
で

も
、
お
寺
は
な
く
な
っ
て
は
困
る
し
」
と
一
言

語
ら
れ
ま
し
た
。
住
職
・
坊
守
・
寺
族
・
組

も

地
域
す
べ
て
批
判
し
た
上
で
、
そ
の
言
葉
を
漏

ら
さ
れ
ま
し
た
。
「
我
が
家
が
な
く
な
る
、
で

も
お
寺
は
な
く
な
っ
て
は
困
る
^
0
 
ご
門
徒
に

お
け
る
寺
院
の
存
在
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
こ

と
で
す
。

調
査
の
中
で
把
握
さ
れ
て
き
た
、
寺
院
に
つ

く
し
、
寺
院
と
地
域
や
ご
門
徒
を
結
ぶ
住
職

坊
守
の
姿
勢
が
、
突
出
し
て
好
評
価
に
な
う
て

い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
寺
院
存
在
が
支
え
て

い
る
も
の
の
大
き
さ
を
も
物
語
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
0

お
寺
は
だ
れ
の
も
の

以
上
の
こ
と
を
、
ま
と
め
て
表
現
す
れ
ば
、

ご
門
徒
に
お
い
て
は
、
寺
院
存
在
を
「
公
共
的

な
も
の
、
地
^
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
^

と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
点
『
宗
報
」
 
5
月
号
で
講
の
分
析
の

中
、
集
落
へ
の
愛
着
と
寺
院
へ
の
愛
着
と
が
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
例
を
あ
げ
ま
し
た
0
 
こ
れ

、し

は
広
島
、
滋
賀
と
も
に
見
ら
れ
た
在
り
方
で
す
。

〔

帽報コーナー

①

宗報 2015年8 "号

寺院ど公共性


