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東
長
寺
は
平
成
元
年
に
現
在
の
伽
藍
を
建
立
し
ま
し
た
。

新
伽
藍
を
拠
点
に
、
檀
信
徒
や
一
般
の
方
々
に
と
っ
て

親
し
み
や
す
い
仏
教
活
動
の
場
と
な
る
よ
う
、

時
代
に
応
じ
た
寺
院
の
あ
り
方
を
模
索
し
、

か
た
ち
に
し
て
参
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、﹁
時
代
に
呼
応
す
る
﹂
寺
院
で
あ
る
た
め
に
、

日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

時
代
に
呼
応
す
る
寺
院
と
し
て

Photo: Ayako Mogi
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1
9
9
6
年
、永
代
供
養
付
き
生
前
個
人
墓

﹁
縁
の
会
﹂と
い
う
新
し
い
お
墓
と
供
養
の
あ
り

方
を
提
唱
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

日
本
の
都
市
部
で
、よ
り
顕
著
に
現
れ
て
き
た
核

家
族
化
の
進
展
や
個
人
化
に
対
し
て
の
私
た
ち

な
り
の
応
え
で
し
た
。

　

時
代
は
、個
人
の
意
志
が
尊
重
さ
れ
、古
い
し

き
た
り
や
慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
、そ
の
人
個
人

の
信
条
に
沿
っ
た
生
き
方
が
実
現
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、﹁
家
制
度
﹂に

縛
ら
れ
ず
、国
籍
や
過
去
の
宗
教
な
ど
も
一
切

問
わ
ず
に
、一
人
ひ
と
り
が
、自
身
の
死
生
観
、人

生
観
に
た
っ
て
選
ぶ
、個
人
の
た
め
の
お
墓
の
あ

り
方
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

2
0
1
1
年
3
月
11
日
、未
曽
有
の
被
害
を
も

た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
と
、そ
れ
に
伴
う
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、私
た
ち
の
こ
れ
ま

で
の
価
値
観
を
大
き
く
覆
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め

て
自
然
へ
の
畏
怖
の
念
、そ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
り

よ
う
に
気
づ
か
さ
れ
た
私
た
ち
は
、今
後
の
東
長
寺

の
あ
り
方
を
再
考
し
、さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
計
画
を

立
案
致
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
私
た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と

は
、人
が
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
わ
れ
た
土
地
や
自

然
環
境
、文
化
の
再
生
に
活
か
す
こ
と
で
す
。
檀
信

徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂は
そ
の
拠
点
と
な
り
、先
頭
に

立
つ
役
割
を
担
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
仏
教
の
本
質

に
照
ら
し
な
が
ら
、次
代
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

※ 

詳
細
は
次
頁
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

2
0
0
1
年
9
月
11
日
、ア
メ
リ
カ
同
時
多
発

テ
ロ
事
件
が
発
生
。ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
現
場
跡
地

は﹁
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
﹂と
名
付
け
ら
れ
、地
縁
、

血
縁
を
超
え
た
犠
牲
者
へ
の
鎮
魂
と
追
悼
の
あ

り
方
を
巡
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
わ
き
起
こ

り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、個
人
で
あ
る
こ
と
は
、無
縁
で
寂

し
い
存
在
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら
人
と
の
つ
な
が

り
が
限
り
な
く
広
が
る
と
い
う
考
え
に
立
ち
ま

し
た
。
そ
こ
で
、遺
骨
を
合
祀
す
る
こ
と
で
、新

た
な
縁
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
、現
伽

藍
内
の
一
角
に
合
葬
墓﹁
多
宝
塔
﹂を
建
立
致

し
ま
し
た
。

縁の会納骨堂「羅漢堂」

合葬墓「多宝塔」

檀信徒会館「文由閣」

個
人
へ
の
ま
な
ざ
し

人
と
社
会
を
結
び
、

新
し
い
文
化
を
創
造
す
る

個
人
を
超
え
た
縁
を



04

檀
信
徒
会
館
「
文
由
閣
」
の
成
り
立
ち

　

東
長
寺
は
本
年
、開
創
四
二
〇
年
を
迎
え
ま
す
。明
治
の
廃
仏
毀
釈
や
東
京

大
空
襲
に
よ
る
堂
宇
焼
失
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
り
ま
し
た
が
、檀
信

徒
の
皆
さ
ま
の
支
え
に
よ
り
、三
十
五
代
目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
成
に
入
り
、さ
ま
ざ
ま
な
社
会
課
題
を
前
に
宗
教
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き

姿
を
模
索
し
、時
代
に
対
す
る
応
え
を
出
せ
る
よ
う
つ
と
め
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、東
長
寺
の
経
営
基
盤
の
安
定
に
支
え
ら
れ
た
活
動
で
あ
り

ま
し
た
。
縁
の
会
納
骨
堂﹁
羅
漢
堂
﹂に
続
き
、﹁
千
手
堂
﹂も
い
よ
い
よ
本
年

末
に
募
集
数
が
予
定
数
に
達
す
る
見
込
み
の
中
、さ
ら
に
多
く
の
方
の
ご
供

養
を
お
つ
と
め
す
る
べ
く
建
立
す
る
の
が
、今
回
の
檀
信
徒
会
館﹃
文
由
閣
﹄

で
す
。﹁
皆
さ
ま
の
ご
縁
を
経
由
し
、文
化
の
由
縁
に
な
る
﹂と
い
う
強
い
意
志

を
込
め
て
、名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

文
　

 

＝  

文
は
文
身︵
入
れ
墨
︶の
象
。人
の
正
面
形
の
胸
に
V
形
な
ど
の
文
様
を
加

え
た
も
の
で
、死
者
を
聖
化
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。［
新
訂 

字
訓
よ
り
］

　

由
　

 

＝  

物
事
が
起
こ
っ
た
理
由
、由
緒
、来
歴
。そ
う
す
る
た
め
の
方
法
、手
段
。

事
の
趣
旨
、風
情
、教
養
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
大
辞
泉
よ
り
］

　

現
在
、東
長
寺
が
課
題
と
し
て
い
る
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
で
す
。エ
ネ
ル

ギ
ー
と
は
、電
気
や
食
糧
の
み
な
ら
ず
人
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
生
命
の
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
人
が
紡
ぎ
だ
す
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
、そ
れ
が
人
に
受
け
継
が

れ
次
の
時
代
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
、文
化
が
創
造
さ
れ
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
交
換
と
は
、生
命
の
縁
。こ
う
し
た
生
命
の
縁
を
継
承
し
、伝

道
す
る
装
置
と
し
て
文
由
閣
は
存
在
し
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
後
、我
が
国
で
は
節
電
の
意
識
が
高
ま
り
ま
し
た
。エ
ネ

ル
ギ
ー
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
使
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
は
、海
外
か
ら
賞
賛

を
浴
び
た
も
の
で
す
。こ
う
し
た
日
本
的
な
価
値
観
、美
意
識
に
支
え
ら
れ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
向
き
合
い
方
に
、東
長
寺
は
未
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
感
じ

と
り
ま
し
た
。
そ
し
て
文
由
閣
の
建
築
技
法
を
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
し
た
結

果
、採
用
し
た
の
が
世
界
で
も
最
も
基
準
が
厳
し
い
と
さ
れ
る﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ

ウ
ス
﹂で
す
。パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
と
は
、建
物
の
断
熱
性
能
や
遮
熱
性
能
を
高

め
る
な
ど
し
て
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
極
限
ま
で
抑
え
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技

術
で
す
。エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、消
費
し
な
い
と
い
う
理
念

を
建
築
そ
の
も
の
が
体
現
し
ま
す
。

　

今
回
の
文
由
閣
の
建
設
は
、﹁
一
〇
〇
年
後
の
金
閣
寺
を
建
立
す
る
﹂と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、現
代
の
最
先
端
の
智
慧
を
結
集
さ
せ
た
前
例
の
な
い

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
金
閣
寺
は
、当
時
の
最
先
端
の
理
論
と
最
高
峰
の
技

術
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、い
ま
な
お
変
わ
ら
ぬ
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。
文

由
閣
も
ま
た
、現
代
の
革
新
が
一
〇
〇
年
後
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
な
る
宗
教
建

築
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

人
と
社
会
を
結
び
、新
し
い
文
化
を
創
造
す
る　
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「
回え
こ
う向

」
と
い
う
活
動
指
針

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
東
長
寺
は
、私
と
い
う
個
人
と
寺
院
の
関
係
だ

け
で
な
く
、社
会
や
そ
れ
を
支
え
る
人
の
営
み
に
対
し
て
も
、思
い
を
巡
ら
せ

る
必
要
性
を
感
じ
始
め
ま
し
た
。

　

経
済
成
長
だ
け
を
追
い
求
め
て
突
き
進
む﹁
直
線
的
な
世
界
観
﹂か
ら
、仏

教
的
な﹁
循
環
的
な
世
界
観
﹂へ
。
私
が
変
わ
り
、環
境
が
変
わ
り
、そ
れ
に
呼

応
し
て
私
が
変
わ
っ
て
い
く
。
大
乗
仏
教
で
い
う﹁
回
向
﹂と
い
う
考
え
方
で

す
。
回
向
と
は
、︻
自
ら
修
め
た
功
徳
を
自
ら
の
悟
り
の
た
め
に
、ま
た
は
他
者

の
利
益
の
た
め
に
巡
ら
す
こ
と
︼を
い
い
ま
す
。

　

東
長
寺
は
、回
向
を﹁
功
徳
を
回
し
向
け
る
こ
と
﹂だ
と
解
釈
し
て
い
ま

す
。
現
在
を
生
き
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
、未
来
に
向
か
い
転
回
す

る
。
人
の
生
命
は
果
て
て
も
文
化
は
続
い
て
い
く
。つ
ま
り
、供
養
と
は
故
人
を

弔
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、未
来
へ
と
回
向
さ
れ
文
化
を
創
造
し
て
い
く
と
い
う

考
え
方
で
す
。

　

昨
今
、有
明
海
の
海
産
物
の
不
作
は
、森
の
植
林
地
に
よ
る
単
一
化
が
原
因

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
豊
か
な
森
が
、豊
か
な
海
を
育
む
。そ

の
こ
と
を
知
っ
た
漁
師
た
ち
が
森
に
入
っ
て
針
葉
樹
を
伐
り
、広
葉
樹
を
植
え

て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
文
化
を
育
む
に
は
、決
し
て
直
接
的
な
行
為
だ
け
で

は
な
く
、広
い
視
野
で
の
関
係
性
を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
森
が
育
ち
、有

明
海
の
海
産
物
が
育
ち
、ひ
い
て
は
そ
れ
を
食
べ
る
子
ど
も
た
ち
が
育
ち
、そ
の

子
ど
も
た
ち
が
新
た
な
文
化
を
生
み
出
す
。こ
の
よ
う
に
、自
分
だ
け
で
は
な

く
他
者
、そ
し
て
現
世
だ
け
で
は
な
く
未
来
を
も
視
野
に
入
れ
て
活
動
を
行

う
。そ
れ
が
、東
長
寺
の
根
底
に
あ
る
考
え
で
す
。

東
長
寺
百
年
之
計

　

今
後
は
、ま
ず
経
営
基
盤
の
安
定
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
べ
く
、縁
の
会

の
募
集
を
継
続
す
る
決
断
を
致
し
ま
し
た
。そ
し
て﹁
東
長
寺
百
年
之
計
﹂を

掲
げ
、文
化
支
援
と
地
方
寺
支
援
を
中
心
と
し
た
新
た
な
活
動
を
展
開
し
て

参
り
ま
す
。

　

文
化
支
援
に
お
い
て
は
、国
内
で
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
伝
統
工
芸
へ
の
支

援
を
行
い
ま
す
。
文
由
閣
に
設
置
す
る
仏
具
に
は
、石
川
県
輪
島
の
漆
塗
り
、

富
山
県
高
岡
の
鋳
物
、大
分
県
別
府
の
竹
細
工
、佐
賀
県
唐
津
の
和
紙
な
ど
の

伝
統
技
術
を
採
用
。ま
た﹁
東
長
寺
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂で
は
、海
外
に
流
出
し
た
日

本
の
文
化
財
を
国
内
に
返
還
し
、そ
の
文
化
保
存
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。﹁
東
長

寺
ア
ワ
ー
ド
﹂で
は
、次
代
の
文
化
を
生
み
出
す
活
動
を
行
っ
て
い
る
芸
術
家
、研

究
者
な
ど
に
賞
を
与
え
、活
動
が
発
展
す
る
仕
組
み
を
つ
く
り
ま
す
。

　

地
方
寺
支
援
で
は
、東
長
寺
に
お
つ
と
め
い
た
だ
い
た
僧
侶
の
自
坊︵
地
方

寺
院
︶を
核
と
し
た﹁
地
域
づ
く
り
﹂、﹁
森
づ
く
り
﹂を
推
進
し
ま
す
。具
体
的

に
は
、樹
林
葬
の
精
神
を
継
承
し
故
人
の
遺
骨
を
地
方
の
森
へ
還
す
こ
と
で
、

そ
の
地
域
の
自
然
環
境
の
保
全
、活
性
化
の
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
を
行
い
ま

す
。
ま
た
曹
洞
宗
と
縁
の
深
い
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会︵
S
V
A
︶

を
通
じ
、﹁
震
災
復
興
支
援
﹂を
継
続
。さ
ら
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
分
野

に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
学
者
や
、諸
団
体
へ
の
支
援
を
行
い
、次
代
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
を
応
援
し
ま
す
。

　

文
化
支
援
、地
方
寺
支
援
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、12
月
号
と
3
月
号
に

て
改
め
て
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
時
代
、そ
し
て
次
の
世
代
に
対
し
て
、一
寺
院
と
し
て
ど
う
在
る
べ
き
か
。

そ
の
こ
と
を
常
に
問
い
な
が
ら
、東
長
寺
は
、21
世
紀
の
新
し
い
寺
院
の
あ
り

方
を
ご
提
案
致
し
ま
す
。
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新
住
職
就
任
に
寄
せ
て
─
関
口
實
［
東
長
寺
護
持
会
会
長
］　

　

平
成
元
年
、現
東
長
寺
伽
藍
が
竣
工

し
た
と
き
の
こ
と
は
、今
で
も
忘
れ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
当
時
、瀧
澤
和
夫

和
尚
は
三
十
代
半
ば
、現
住
職
の
遥
風

師
が
小
学
校
入
学
の
頃
で
し
た
。
和
夫

大
和
尚
発
願
の
も
と
、檀
家
各
家
を
は

じ
め
設
計
者
、工
事
業
者
、多
く
の
関

係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
大
事
業
を
成

し
遂
げ
た
こ
と
は
、ひ
と
え
に
東
長
寺
の

興
隆
繁
栄
の
礎
と
し
て
位
置
付
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
落
慶
法
要
の
際

に
は
、境
内
に
溢
れ
る
檀
信
徒
の
誰
も

が
伽
藍
完
成
に
喜
び
を
あ
ら
わ
に
し
、

こ
れ
か
ら
の
東
長
寺
に
熱
い
思
い
を
抱

い
た
も
の
で
す
。
あ
れ
か
ら
四
半
世
紀

の
間
、東
長
寺
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社

会
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
て
い
ま

す
。
当
時
は
珍
し
か
っ
た
室
内
墓
地
や

納
骨
堂
な
ど
を
整
備
し
、大
講
堂
を
拠

点
と
し
た
現
代
美
術
の
展
覧
会
や
、ア

ジ
ア
各
国
の
文
化
を
紹
介
す
る﹁
ア
ジ

ア
祭
﹂、ま
た
各
種
寺
子
屋
教
室
の
開

催
な
ど
、ま
さ
に
都
会
の
寺
と
し
て
の
存

在
意
義
を
お
お
い
に
高
め
る
、多
岐
に
わ

た
っ
た
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。さ
ら
に

は
、平
成
八
年
か
ら
、今
で
は
当
た
り
前

と
な
っ
た
個
人
を
対
象
と
す
る
永
代
供

養
墓︵
縁
の
会
︶と
い
う
画
期
的
な
仕
組

み
を
提
案
し
、護
持
会
と
と
も
に
菩
提

寺
の
護
持
基
盤
を
盤
石
に
し
ま
し
た
。

　

平
成
十
九
年
、和
夫
大
和
尚
は
さ
ら

な
る
飛
躍
を
目
前
に
、思
い
が
け
ず
ご

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
私
ど
も
檀
家
は
大

き
な
悲
し
み
と
と
も
に
、こ
の
先
菩
提

寺
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
不
安
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、和
夫
大
和
尚
の
遺
志
を
次
代
に
繋

ぐ
べ
く
、兼
務
住
職
と
し
て
お
勤
め
頂
い

た
岡
本
和
幸
前
住
職
は
、檀
家
の
気
持

ち
を
汲
ん
で
下
さ
り
な
が
ら
約
七
年

間
に
わ
た
り
東
長
寺
を
護
っ
て
下
さ
い

ま
し
た
。こ
れ
に
は
、た
だ
た
だ
感
謝
の

言
葉
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
後
進
の
指

導
に
当
た
り
つ
つ
、新
堂
建
立
の
基
盤

を
ご
用
意
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
、重
ね

重
ね
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
五
月
二
十
六
日
、護
持
会
総
会

の
折
、瀧
澤
遥
風
師
が
正
式
に
三
十
五

世
東
長
寺
住
職
に
就
任
さ
れ
る
こ
と

が
発
表
さ
れ
、檀
家
一
同
心
よ
り
了
承

し
、拍
手
を
も
っ
て
新
住
職
を
お
迎
え

致
し
ま
し
た
。
そ
の
姿
は
ま
さ
に
四
半

世
紀
前
、現
伽
藍
を
建
立
し
た
遥
風

師
の
父
、和
夫
大
和
尚
の
姿
を
彷
彿
と

さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に

次
世
代
の
住
職
の
誕
生
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。
和
夫
大
和
尚
の
も
と
で
の
得

度
式
、岡
本
前
住
職
の
も
と
で
の
法
戦

式
と
、折
々
に
参
列
さ
せ
て
頂
き
、今
、

二
十
六
年
前
の
遥
風
師
の
姿
と
重
ね

て
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

新
住
職
は
和
夫
大
和
尚
、さ
ら
に
岡

本
前
住
職
の
航
跡
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、

来
る
時
代
に
合
わ
せ
た
寺
院
の
姿
を

社
会
に
発
信
し
た
い
と
い
う
強
い
決
意

を
持
っ
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
檀
家
や
縁

の
会
会
員
も
、そ
の
意
思
を
尊
重
し
な

が
ら
支
援
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ど
う
か
皆
さ
ん
、私
た
ち
の
菩
提
寺
の

さ
ら
な
る
未
来
を
一
緒
に
描
こ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。



　

近
年
、さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
で
利

他
性
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て

き
た
。
利
他
と
は
、他
者
の
利
益
に
な

る
行
為
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
で

は
多
く
の
人
が
被
災
地
に
義
援
金
や

物
資
を
送
り
、救
援
に
駆
け
つ
け
た
。ど

の
よ
う
に
し
て
人
は
利
他
的
に
な
る
の

か
。
二
〇
世
紀
末
か
ら
の
研
究
は
、利

他
性
は
社
会
生
活
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
利
他
性
の
原
動
力
と
し
て
宗
教

の
力
が
強
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い

る
。そ
し
て
、利
他
性
は
、社
会
貢
献
と

い
う
社
会
的
力
と
な
る
。

　

宗
教
の
社
会
貢
献
に
は
長
い
歴
史

が
あ
る
。
身
寄
り
の
な
い
貧
窮
の
病
人

や
孤
老
を
収
容
す
る
救
護
施
設
と
し

て
聖
徳
太
子
や
光
明
皇
后
が
設
け
た

悲
田
院
や
施
薬
院
が
仏
教
の
慈
悲
を

も
と
に
し
た
社
会
貢
献
で
あ
っ
た
。
奈

良
時
代
の
行
基
の
公
共
事
業
も
有
名

で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
ど
う
か
。
東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
、気
仙
沼
の
曹

洞
宗
寺
院
、清
凉
院
。
緊
急
避
難
所
と

な
っ
た
こ
の
寺
院
の
三
浦
光
雄
住
職
は
、

前
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
次
々
と
こ
な

す
だ
け
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
経
を
あ

げ
る
こ
と
だ
け
が
供
養
で
は
な
く
、﹁
人

と
接
す
る
こ
と
が
お
つ
と
め
﹂﹁
祈
り

だ
け
が
宗
教
で
は
な
く
、避
難
者
に
寄

り
添
う
こ
と
が
本
当
の
宗
教
だ
﹂と
語

る
。そ
の
清
凉
院
の
支
援
を
東
長
寺
は

し
て
い
る
。

　

東
長
寺
は
平
成
元
年
の
新
伽
藍
建

立
以
来
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
続
け
て

い
る
。
文
化
・
芸
術
支
援
、環
境
問
題
へ

の
取
り
組
み
等
、都
市
寺
院
と
し
て
先

進
的
な
試
み
を
続
け
て
い
る
。
平
成
八

年
に
は
、葬
送
儀
礼
の
変
化
、社
会
の

ニ
ー
ズ
に
即
応
し
、﹁
縁
の
会
﹂を
発
足

さ
せ
た
。ま
さ
に
応
病
与
薬
の
社
会
貢

献
で
あ
る
。

　
﹁
宗
教
の
社
会
貢
献
﹂と
は﹁
宗
教

者
、宗
教
団
体
、あ
る
い
は
宗
教
と
関
連

宗
教
の
社
会
貢
献
の
実
現
に
向
け
て
─
稲
場
圭
信
［
大
阪
大
学
大
学
院
准
教
授
］

す
る
文
化
や
思
想
な
ど
が
、社
会
の
さ

ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
問
題
の
解
決

に
寄
与
し
た
り
、人
々
の
生
活
の
質
の

維
持・
向
上
に
寄
与
し
た
り
す
る
こ
と
﹂

︵
稲
場
圭
信﹃
利
他
主
義
と
宗
教
﹄︶で

あ
る
。
宗
教
の
社
会
貢
献
の
領
域
は
、

災
害
時
救
援
活
動
、平
和
運
動
、環
境

問
題
へ
の
取
り
組
み
、地
域
で
の
奉
仕

活
動
、教
育・文
化
振
興・人
材
育
成
、宗

教
的
儀
礼・
救
済
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

が
、宗
教
側
は
、陰
徳
と
し
て
善
行
を
行

い
、そ
れ
を
社
会
に
伝
え
る
こ
と
を
よ
し

と
し
て
こ
な
か
っ
た
。し
か
し
今
は
、個
人

に
も
組
織
に
も
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ

る
。
寺
院
も
、檀
家
や
社
会
に
対
し
て
、

何
を
目
指
す
の
か
を
社
会
の
ニ
ー
ズ
も

把
握
し
な
が
ら
伝
え
て
い
く
責
任
が
あ

る
。
東
長
寺
は
、そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス

を
重
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

計
画
さ
れ
て
い
る
檀
信
徒
会
館
は
、一

見
寺
院
建
築
に
は
見
え
な
い
が
、心
の

安
寧
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。そ
し
て

寺
院
は
地
域
防
災
の
拠
点
に
も
な
る
。

一
方
、地
方
寺
院
と
の
協
働
は
距
離
を

超
え
た
つ
な
が
り
、救
い
で
あ
る
。
自
他

と
も
に
救
わ
れ
る
。ま
た
、文
化
支
援
、

人
材
育
成
は
、効
率
と
短
期
的
な
結
果

を
求
め
る
論
理
と
は
別
次
元
の
長
期

支
援
、時
間
を
超
え
た
つ
な
が
り
で
あ

る
。﹁
次
代
を
つ
く
る
宗
教
建
築
と
寺

院
運
営
を
実
現
す
る
﹂と
い
う
東
長
寺

の
理
念
の
根
幹
に
は
、過
去
、現
在
、未

来
の
救
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曾
有
の

大
災
害
を
経
験
し
た
私
た
ち
日
本
社

会
。﹁
あ
の
時
に
、大
人
た
ち
が
動
か
な

か
っ
た
か
ら
こ
ん
な
社
会
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
﹂と
将
来
の
子
ど
も
た
ち
に
思

わ
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、﹁
お
か
げ
様

で
、支
え
合
う
社
会
に
な
り
ま
し
た
﹂

と
笑
顔
の
感
謝
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。

　

東
長
寺
の
社
会
貢
献
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成
功
を
願
っ
て
い
ま
す
。

いなばけいしん

大阪大学大学院准教授（人間科学研究科）。1969年、東京生まれ。東京大学文学部卒、ロンドン大学大学院博士課程修了。2000年、博士号（宗教社会学）
取得後、ロンドン大学、フランス社会科学高等研究院等を経て、2003年4月に神戸大学助教授。2010年4月より現職。2007年、オックスフォード大学およびロン
ドン大学教育学院客員研究員。研究分野は、宗教の社会貢献、利他主義・市民社会論。主な著作として、『利他主義と宗教』（弘文堂）、『思いやり格差が日本を
ダメにする』（ＮＨＫ出版）、『Altruism in New Religious Movements』（大学教育出版）、稲場圭信・黒崎浩行編著『震災復興と宗教』（明石書店）、稲場圭信・
櫻井義秀編著『社会貢献する宗教』（世界思想社）、Ruben Habito & Keishin Inaba eds, 『The Practice of Altruism』（Cambridge Scholars Press）。全
国の避難所、寺社教会等の宗教施設三〇万件の集約した「未来共生災害救援マップ」（http://www.respect.osaka-u.ac.jp/map/）を運営。「宗教者災害支援
連絡会」世話人。無料オンラインジャーナル『宗教と社会貢献』編集委員長。
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前
回
、東
長
寺
寺
報
V
O
L.

1
1
2
に
お
い
て
、﹃
東
長
寺
檀
信
徒
会

館 

建
築
設
計
に
つ
い
て︵
Ⅰ
︶﹄と
題
し
、地
中
熱
を
利
用
し
た
空
調
設
備
の

特
徴
を
掲
載
致
し
ま
し
た
。
今
回
は
、大
地
震
の
揺
れ
を
抑
制
す
る
免
震

装
置
を
導
入
し
た
構
造
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
を
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

建
築
の
大
学
教
育
に
お
い
て
、そ
の
専
門
的
分
野
は
主
に
、意
匠
、構
造
、材

料
、設
備
、歴
史
の
五
分
野
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
実
際
の
設

計
段
階
に
お
い
て
重
要
に
な
る
分
野
は
、意
匠
、構
造
、設
備
の
三
点
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
意
匠
と
は
デ
ザ
イ
ン
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
、皆
さ
ま
が
建

築
物
を
見
た
時
に
見
え
る
姿
そ
の
も
の
で
す
。
設
備
は
前
回
ご
説
明
し
た
よ

う
な
空
調
や
電
気
衛
生
設
備
な
ど
で
す
。そ
し
て
今
回
ご
説
明
す
る
構
造

は
、建
物
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
な
り
、意
匠
が
建
築
の
花
形
だ
と
す
れ

ば
、構
造
は
縁
の
下
の
力
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
優
れ
た
建
物
に
は
優
れ
た
構

造
が
隠
さ
れ
て
お
り
、特
に
日
本
で
は
地
震
対
策
も
相
ま
っ
て
大
変
重
要
な

分
野
と
い
え
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
想
定
以
上
の
揺
れ
を
経
験
し
、さ
ら
に
津
波
も
襲
い

か
か
る
な
か
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
建
物
が
脆
く
も
破
壊
さ
れ
、津
波
に
流
さ

れ
て
い
る
映
像
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
旧
建
築
基
準
法
上︵
昭

和
五
十
六
年
以
前
︶で
建
設
さ
れ
た
建
物
の
被
害
が
甚
大
と
い
う
報
告
が
あ
り
、

そ
れ
に
比
し
て
新
建
築
基
準
法
上
で
の
被
害
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。し
か
し
、津
波
に
よ
る
被
害
は
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
を

読
み
解
く
と
地
震
に
よ
る
揺
れ
に
関
し
て
は
、そ
れ
相
応
の
技
術
の
発
展
と
材

料
の
強
度
を
保
持
し
て
い
る
も
の
の
、津
波
と
い
う
予
想
外
の
事
象
、そ
れ
も
十

メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
津
波
と
も
な
れ
ば
、そ
れ
を
予
見
し
て
建
物
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
今
後
、南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
や
首
都

直
下
地
震
が
三
十
年
以
内
に
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
発
生
す
る
と
い
う

予
想
の
な
か
、私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、単
に
そ
の
被
害
を

最
小
限
に
留
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、﹁
生
命
を
守
る
﹂と
い
う
こ
と
を
念
頭

に
し
た
構
造
設
計
だ
と
考
え
ま
す
。

　

現
在
の
建
物
に
お
け
る
地
震
動
対
策
は
、免
震
、制
震
、耐
震
の
三
つ
に
大
別

さ
れ
ま
す
。
免
震
と
は
、建
物
と
基
礎
と
の
間
に
免
震
装
置
を
設
置
し
地
盤

と
切
り
離
す
こ
と
で
、建
物
に
地
震
の
揺
れ
を
直
接
伝
え
な
い
構
造
で
す
。
制

震
と
は
、躯
体
に
制
震
装
置
を
組
み
込
み
、建
物
に
伝
わ
っ
た
地
震
の
揺
れ
を

吸
収
す
る
構
造
で
す
。
地
震
の
揺
れ
が
上
の
階
ほ
ど
増
幅
す
る
高
層
ビ
ル
な

ど
に
有
効
な
技
術
で
す
。
最
後
に
耐
震
と
は
、地
震
の
力
に
対
し
、主
に
壁
の

強
度
を
上
げ
て
耐
え
る
構
造
で
す
。
建
物
が
頑
丈
で
も
地
震
の
揺
れ
は
建
物

内
部
に
伝
わ
り
、二
階
、三
階
と
上
が
る
ほ
ど
、揺
れ
が
増
幅
し
ま
す
。大
地
震

が
発
生
し
た
際
に
室
内
の
状
況
に
ど
れ
だ
け
の
差
が
生
ま
れ
る
か
を
考
え
た

場
合
、そ
の
リ
ス
ク
は
一
般
的
に
、免
震
↓
制
震
↓
耐
震
↓
何
も
講
じ
な
い
と
い

う
順
番
で
高
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。し
か
し
こ
れ
は
室
内
の
状
況
を
見
た
場
合

と
い
う
一
面
か
ら
で
あ
り
、例
え
ば
免
震
は
、地
盤
と
切
り
離
す
た
め
、津
波

に
押
し
倒
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
今
回
津
波
の
被
害
を
受
け
た
場
所

や
、今
後
南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
に
よ
り
津
波
が
到
達
す
る
と
予
想
さ
れ
る
地

域
に
免
震
構
造
の
建
物
を
建
て
る
こ
と
は
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
三
つ
に
大
別
さ
れ
た
地
震
動
対
策
は
、設
置
す
る
場
所
や
規
模
な
ど

を
入
念
に
検
討
し
て
導
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、東
長
寺
で
は
檀
信
徒
会
館
の
建
設
が
進
行
中
で
す
。
す
で
に
杭
の

東
長
寺
檀
信
徒
会
館　

建
築
設
計
に
つ
い
て
［
Ⅱ
］
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打
ち
込
み
が
完
了
し
、七
月
頃
に
は
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
流
し
込
み
、そ
し

て
、九
月
に
は
地
震
動
対
策
の﹁
免
震
装
置
﹂を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
回
の
檀
信
徒
会
館
建
設
に
あ
た
り
、入
念
に
構
造
設
計
を
進
め
て
参

り
ま
し
た
。そ
の
結
果
、免
震
装
置
の
導
入
が
こ
の
場
所
で
最
も
有
効
な
地
震

動
対
策
と
な
り
得
る
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
構
造
設
計
は
、ア
ラ
ッ
プ

と
い
う
ロ
ン
ド
ン
に
本
社
が
あ
る
総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社
に
依
頼
し
ま
し
た
。ア
ラ
ッ
プ
は
世
界
中
で
活
躍
し
て
お
り
、皆
さ
ま
も

よ
く
知
っ
て
い
る
建
築
物
の
構
造
設
計
も
行
っ
て
い
る
事
務
所
で
す
。パ
リ
の
ポ

ン
ピ
ド
ゥ
ー
・セ
ン
タ
ー
、シ
ド
ニ
ー
の
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
、日
本
で
は
関
西
国
際
空
港

な
ど
が
有
名
で
す
。
構
造
計
算
が
終
了
し
、国
土
交
通
大
臣
の
認
定
も
受
け

て
い
ま
す
。
次
に
、簡
単
に
構
造
の
説
明
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

構
造
は
、鉄
骨
造
一
部
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
す
。
鉄
骨
は
、建
物
が
永
く

残
る
よ
う
、高
耐
久
性
を
持
つ
材
料
と
し
て
用
い
ま
し
た
。
ま
た
、通
常
意
匠

に
隠
さ
れ
て
い
る
構
造
体
を
、古
来
の
寺
院
と
同
じ
よ
う
に
、素
材
、接
合
、架

構
を
意
匠
表
現
と
し
て
い
ま
す
。

　

長
さ
十
一
メ
ー
ト
ル
の
杭
を
、本
棟
部
分
に
六
本
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
棟
に
二
本
の

計
八
本
打
ち
込
ん
で
い
ま
す
。一
階
と
地
下
一
階
の
間
に
、免
震
装
置
を
設
置

す
る
フ
ロ
ア︵
免
震
ピ
ッ
ト
︶が
あ
り
ま
す
。
免
震
装
置
は
、天
然
ゴ
ム
系
積
層
ゴ

ム
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
、弾
性
す
べ
り
支
承
、鋼
製
ダ
ン
パ
ー
、減
衰
こ
ま
を
採
用
し
て

い
ま
す
。
前
者
二
つ
は
ゴ
ム
に
よ
っ
て
建
物
自
重
を
支
え
、地
震
の
際
は
、建
物

の
重
さ
を
支
え
な
が
ら
水
平
方
向
に
大
き
く
変
形
す
る
こ
と
で
建
物
を
地
震

か
ら
守
り
ま
す
。ま
た
鋼
製
ダ
ン
パ
ー
は
、鋼
材
の
靱
性
を
活
か
し
、大
地
震
に

よ
り
建
物
に
入
力
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
る
重
要
な
装
置
で
す
。
減
衰
こ

ま
は
主
に
中
小
地
震
、風
揺
れ
に
よ
り
建
物
へ
入
力
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収

す
る
役
割
を
果
た
し
ま
す
。こ
れ
ら
の
装
置
に
よ
っ
て
檀
信
徒
会
館
の
財
産
の

保
護
、そ
し
て
建
物
の
安
全
性
を
確
保
し
、災
害
時
に
は
帰
宅
困
難
者
の
受
け

入
れ
も
可
能
と
し
ま
す
。

　

以
上
、専
門
用
語
を
多
数
用
い
分
か
り
づ
ら
い
部
分
も
あ
っ
た
か
と
は
思
い

ま
す
が
、檀
信
徒
会
館
の
建
築
設
計
の
特
徴
と
し
て
、﹁
免
震
装
置
を
導
入
し

た
構
造
デ
ザ
イ
ン
﹂を
ご
説
明
致
し
ま
し
た
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ー

ト
は
、こ
の
構
造
設
計
か
ら
入
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
完
成

し
た
暁
に
は
、Ｖ
字
に
組
み
上
が
っ
た
鉄
骨
を
ご
覧
に
な
っ
て
、そ
の
下
部
に
あ

る
免
震
装
置
を
思
い
描
い
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 
 

従来の構造 免震構造

地震が発生すると

地面

建物

建物と地盤が離れているため地震エネルギー
を吸収分散し、建物の変形を防ぎ、揺れ幅を軽
減します。

建物と地盤が直接接しているため大きな横揺
れが起こり、建物の上階にいくほど揺れ幅が大
きくなります。
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檀
信
徒
会
館
﹁
文
由
閣
﹂ 

工
事
の
進
捗
状
況

工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

今
年
一
月
の
着
工
以
来
、事
故
も
な
く
順
調
に
工
事
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
極
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
な
い﹁
パ
ッ
シ
ブ
建
築
﹂の
あ
り
よ
う
を
追
求
し
た
挑
戦

的
な
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、関
係
者
一
同
、智
慧
と
経
験
を
総
動
員
し
て
、一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
完
成
は
、明
年
四
月
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

ご
不
自
由
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

地
表
か
ら
地
下
の
帯
水
層
ま
で
掘
り
、
井
戸
を
つ
く

る
井
水
工
事
の
様
子

四
月

五
月

六
月

七
月

既
存
杭
を
撤
去
す
る
解
体
工
事
の
様
子

同
じ
く
、既
存
杭
を
撤
去
す
る
解
体
工
事
の
様
子

基
礎
梁
か
ら
地
下
一
階
の
床
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

の
様
子
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P
C
杭
打
ち
込
み

既
存
H
鋼
引
抜

山
留
親
杭

杭
残
土
搬
出

山
留
シ
ー
ト
パ
イ
ル

薬
液
注
入

一
次
根
伐

シ
ー
ト
パ
イ
ル
切
断

既
存
杭
撤
去

既
存
杭
撤
去
工
事

整
地
・
捨
コ
ン

切
梁
架
設

二
次
根
伐

既
存
杭
撤
去
工
事

既
存
杭
撤
去
工
事

整
地
・
捨
コ
ン

基
礎
外
部
型
枠

基
礎
配
筋

生
コ
ン
打
設
2
2.
5
㎥

基
礎
型
枠

地
下
1
階
ス
ラ
ブ
配
筋

生
コ
ン
打
設
1
1
6.
7
㎥

切
梁
撤
去

段
差
側
溝

生
コ
ン
打
設
1
1
6.
7
㎥

外
部
型
枠

地
下
1
階
柱
・
壁
配
筋

生
コ
ン
打
設
33
㎥

ピ
ッ
ト
・
地
下
1
階

型
枠
解
体

ス
ラ
ブ
張
り

基
礎
配
筋

側
溝
型
枠

井
水
工
事

井
水
工
事

ボ
ア
配
管
横
引
き

型
枠
返
し

擁
壁
ア
ン
グ
ル
取
付

ス
ラ
ブ
配
筋

ス
リ
ー
ブ
入
れ

151015202530
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東
長
寺
が
開
創
さ
れ
て
四
百
二
十
年
。
ど
ん
な
道
の
り

を
辿
っ
て
現
在
に
至
る
の
か
、そ
の
歴
史
を
振
り
返
り

ま
す
。
東
長
寺
寺
報
V
O
L.
1
│

3
に
掲
載
し
て
い

た
歴
史
の
再
録
で
す
。

東
長
寺
の
開
創

　

東
長
寺
は
、萬
亀
山
と
号
し
、文
禄
三︵
1
5
9
4
︶

年
、雪
庭
春
積
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
。
雪
庭
は
埼
玉
の
人

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の
詳
細
は
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い

る
。
彼
は
熊
谷
・
東
竹
院
第
三
世
・
龍
室
義
門︵
埼
玉
の
成

安
寺
、白
林
寺
の
開
山
︶の
跡
を
継
い
で
第
四
世
に
な
っ
た

僧
で
、天
正
十︵
1
5
8
2
︶年
江
戸
麹
町
清
水
谷
に
勝

興
寺
を
開
創
し
た
ほ
か
、天
正
十
九︵
1
5
9
1
︶年
、四

谷
に
福
寿
院
も
開
創
し
て
い
る
。
東
長
寺
は
勝
興
寺
と
本

未
関
係
を
結
ん
だ
。

　

家
康
が
江
戸
へ
入
部
し
た
の
は
天
正
十
八

︵
1
5
9
0
︶年
八
月
一
日
で
あ
る
。
時
を
移
さ
ず
雪
庭

は
江
戸︵
勝
興
寺
︶へ
移
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸

が
関
東
の
首
府
と
な
る
以
上
、本
山
の
意
向
が
あ
っ
た
こ

と
も
十
分
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。一
説
に
よ
る
と
、家

康
の
帰
依
を
受
け
た
雪
庭
が
、寺
領
地
を
賜
っ
て
勝
興
寺

を
開
創
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
勝
興
寺
が
開
創
さ
れ
た
天
正
十
年
当
時
、

家
康
は
三
河︵
愛
知
県
︶遠
江
、駿
河︵
静
岡
県
︶、甲
斐

︵
山
梨
県
︶、南
信
濃︵
長
野
県
︶五
ヵ
国
の
領
主
で
、江
戸

は
後
北
条
氏
の
領
国
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

言
い
伝
え
に
よ
る
と
、西
か
ら
東
に
流
れ
る
星
の
夢
を

見
た
家
康
が
、こ
の
夢
の
判
断
を
深
く
帰
依
し
て
い
た
雪

庭
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、

　
　

東
照
る
西
に
御
星
の
あ
ら
わ
れ
て

　
　

家
康
国
の
宝
と
ぞ
な
る

と
答
え
、徳
川
家
の
安
泰
と
繁
栄
の
前
兆
で
あ
る
と
予
言

し
た
と
い
う
。

　
﹁
東
照
る
﹂は
の
ち
の﹁
東
照
宮
﹂に
通
じ
る
が
、確
と
し

た
資
料
も
な
く
、こ
の
言
い
伝
え
を
事
実
と
し
て
と
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、入
部
後
の
家
康
は
各
宗
の
高

僧
に
自
ら
会
い
、そ
の
言
に
耳
を
傾
け
て
国
政︵
宗
教
統
制

策
も
含
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
︶に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
た

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、資
料
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

家
康
は
自
ら
市
中
に
出
て
、工
事
の
状
況
を
視
察
す
る

か
た
わ
ら
、寺
院
を
訪
れ
て
高
僧
に
接
し
て
い
る
。
雪
庭
と

家
康
の
間
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、こ

の
お
り
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

文
政
十︵
1
8
2
7
︶年
、東
長
寺
か
ら
提
出
さ
れ
た

﹃
寺
社
書
上
﹄に
は﹁
土
肥
家
二
代
目
の
当
主
で
あ
っ
た
土

肥
孫
兵
衛
が
、天
正
十
八
年
の
家
康
入
部
に
御
供
を
し
、

慶
長
七
年
に
内
藤
修
理
亮︵
清
成
︶の
組
下
に
あ
っ
て
、組

屋
敷
地
割
等
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。そ
の
お
り
、割
り
余
り
地

が
出
た
の
で
こ
れ
を
拝
領
し
た
。こ
れ
が
東
長
寺
の
境
内

地
で
あ
る
﹂と
書
か
れ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、当
山
開
基
は
こ

の
土
肥
孫
兵
衛
と
い
う
こ
と
に
な
る
。東
長
寺
の
境
内
地
は

﹁
東
西
百
拾
六
間
、南
北
奥
行
八
拾
六
間
、此
坪
数
弐
千

弐
百
七
拾
七
坪
﹂で
、か
な
り
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

文
禄
三
年
、雪
庭
は
こ
の
境
内
地
に
東
長
寺
を
開
創

し
、本
尊
、釈
迦
牟
尼
如
来
、脇
立
、迦
葉
尊
者︵
右
︶、阿

難
尊
者︵
左
︶を
安
置
し
、萬
亀
山
と
号
し
た
。

　

釈
迦
牟
尼
如
来
像
は
木
坐
像
、像
高
一
尺
一
寸
、両
脇

立
は
木
立
像
、像
高
一
尺
三
寸
と
い
う
。
ま
た
、東
長
寺

の
開
創
と
同
時
に
、境
内
に
二
ヵ
所
の
門
前
町
屋
が
建
立

さ
れ
た
。

　

慶
長
八︵
1
6
0
3
︶年
、徳
川
家
康
が
征
夷
大
将
軍

と
な
り
江
戸
幕
府
を
樹
立
し
た
。

　

曹
洞
宗
門
七
百
有
余
年
の
な
か
で
、宗
門
の
諸
制
度
が

直
接
的
、間
接
的
に
支
配
統
轄
さ
れ
た
の
は
、こ
の
江
戸

期
と
明
治
維
新
直
後
に
起
こ
っ
た
廃
仏
毀
釈
な
ど
二
つ
の

時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
徳
川
幕
府
二
百
六
十
余

年
間
の
政
治
支
配
は
、そ
の
専
制
封
建
社
会
の
建
設
と
相

ま
っ
て
、宗
教
政
策
に
も
同
様
の
こ
と
を
行
っ
た
。

　

各
宗
各
派
に
下
さ
れ
た
諸
法
度
や
掟
等
、ま
た
本
末

関
係
や
寺
檀
制
度
に
、注
目
す
べ
き
幕
府
の
宗
教
政
策
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

徳
川
政
権
下
に
お
け
る
寺
院
法
度
制
度
は
、慶
長
十
三

︵
1
6
0
8
︶年
の
頃
に
始
ま
り
、元
和
元︵
1
6
1
5
︶

年
に
は
大
体
完
成
し
て
い
る
。こ
の
と
き
か
ら
全
国
の
各

寺
院
は
、寺
社
奉
行
所
の
管
轄
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と

東
長
寺
四
百
二
十
年
の
歴
史
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東長寺

出典：古地図史料出版株式会社│元禄9年頃の江戸地図

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

幕
府
は
各
宗
の
法
度
を
制
定
し
、そ
の
条
目
の
中
に
本

寺
が
末
寺
を
支
配
す
る
旨
を
盛
り
込
ん
だ
。
言
い
換
え
れ

ば
本
寺
の
住
職
が
末
寺
の
住
職
の
任
命
権
を
も
っ
て
統
轄

す
る
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
関
係
が
本
末
制
度

の
始
ま
り
で
、本
山
の
上
に
幕
府
が
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

法
度
の
制
定
に
よ
っ
て
諸
宗
派
の
教
団
を
一
つ
に
統
制

し
、幕
府
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的
な
絶
対
支
配
体
制

を
確
立
す
る
た
め
の
宗
教
統
制
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

曹
洞
宗
成
立
の
歴
史
で
あ
る
。

　

﹁
永
平
寺
は
主
と
し
て
法
統
の
本
山
で
あ
り
、総
持
寺

は
寺
統
の
本
山
で
あ
る
﹂と
い
う
両
寺
間
の
歴
史
的
性
格

を
無
視
す
る
幕
府
の
一
方
的
な
政
策
に
よ
っ
て
、た
び
た
び

両
寺
間
の
対
立
紛
争
も
起
こ
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
背
景
の
も
と
で
、東
長
寺
の
江
戸
史
が
記

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

元
和
二︵
1
6
1
6
︶年
、家
康
が
病
に
倒
れ
る
と
、二

代
将
軍
秀
忠
は
、全
国
の
寺
院
に﹁
病
平
癒
の
祈
禱
﹂を

命
じ
た
。

　

東
長
寺
へ
も
本
寺
を
通
じ
て
こ
の
命
が
伝
え
ら
れ
、祈

禱
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
頃
の
江
戸
は
、政
治
の
中
心
地
と
し
て
急
速
に
発

展
し
て
い
た
。
諸
国
か
ら
江
戸
へ
上
る
人
々
は
後
を
絶
た

ず
、こ
れ
に
と
も
な
っ
て
数
多
く
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
っ

た
。
屋
敷
内
の
持
仏
堂
、位
牌
堂
を
○
○
寺
と
称
す
る
者

も
多
く
、元
和
八︵
1
6
2
2
︶年
、幕
府
に
よ
っ
て﹁
新
寺

建
立
﹂﹁
私
に
寺
院
号
を
称
す
る
こ
と
﹂が
禁
じ
ら
れ
た
。

　

寛
永
四︵
1
6
2
7
︶年
九
月
三
日
、東
長
寺
に
お
い

て
開
山
・
雪
庭
が
示
寂
し
た
。
寿
八
十
三
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。﹃
新
撰
東
京
名
所
図
会
﹄の
東
長
寺
の
項
に
、﹁
│
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開
山
は
雪
庭
春
積
大
和
尚
に
て
、そ
の
墓
は
南
丘
に
存
せ

り
﹂と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、雪
庭
は
東
長
寺
で
示
寂

し
た
こ
と
が
わ
か
る︵
勝
興
寺
、福
寿
院
の
項
に
は
記
載
が

な
い
。
た
だ
し
雪
庭
の
東
長
寺
へ
の
移
住
が
、東
長
寺
開
創

と
同
時
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
東
長
寺

が
雪
庭
の
隠
居
寺
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、雪
庭
が
東
長

寺
で
示
寂
し
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︶。

　

こ
の
年
の
四
月
二
十
九
日
、旗
下
の
士・
鈴
木
正
次︵
七

右
衛
門
︶が
没
し
て
東
長
寺
に
葬
ら
れ
、以
後
代
々
の
葬

地
と
な
っ
た
。

　

正
次
は
穂
積
氏
の
流
れ
を
汲
み
、先
祖
は
今
川
家
に
仕

え
て
い
た
が
、祖
父
の
代
か
ら
徳
川
家
に
仕
え
て
い
た
と
い

う
。
正
次
の
父
六
左
衛
門
は
、本
多
正
信
父
子
に
属
し
た

い
わ
ゆ
る﹁
上
総
七
十
騎
﹂の
一
騎
で
正
次
も
ま
た
大
番

に
列
し
て
い
た
。
大
番
と
は
、幕
府
樹
立
以
後
は
江
戸
市

中
の
警
備
に
あ
た
っ
た
が
、事
あ
れ
ば
戦
陣
に
臨
む
戦
闘

部
隊
の
将
校
と
い
っ
た
役
所
で
あ
る
。
正
次
の
長
男
・
重
次

は
の
ち
に
三
代
将
軍
家
光
か
ら
加
増
さ
れ
て
四
百
石
と

な
り
、相
模
鎌
倉
、下
総
香
取
、上
野
緑
埜︵
み
と
の
︶の
三

郡
の
う
ち
に
知
行
地
を
賜
っ
て
い
る
。ま
た
、幕
府
が
諸
宗

僧
侶
に
位
階
を
制
定
し
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。

　

寛
永
十
二︵
1
6
3
5
︶年
六
月
、﹃
武
家
諸
法
度
﹄の

改
正
に
よ
り
参
勤
交
代
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。

　

大
名
は
妻
子
を
江
戸
に
置
き
、在
府
、在
国
一
年
交
代

が
原
則
で
、江
戸
屋
敷︵
上
・
中
・
下
屋
敷
︶を
設
け
る
こ

と
と
な
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
江
戸
詰
の
藩
士
を
置
く
こ
と

に
な
っ
た
。

　

江
戸
に
移
り
住
ん
だ
諸
藩
士
は
、江
戸
に
お
け
る
菩
提

寺
を
さ
だ
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
当
時
の
寺
院
は
、菩
提
寺
で
あ
る
と
同
時
に
学
問

所
で
も
あ
り
、住
職
は
学
問
の﹁
師
﹂と
し
て
の
任
務
も
あ

わ
せ
て
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
曹
洞
、臨
済
、黄
檗

と
い
っ
た
禅
宗
寺
院
に
は
こ
の
性
格
が
強
く
、こ
の
風
潮
は

現
代
に
い
た
っ
て
も
続
い
て
い
る
。

　

東
長
寺
は
こ
れ
ら
諸
藩
士
の
菩
提
寺
と
し
て
、ま
た
学

問
寺
と
し
て
の
性
格
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
。
当
時
の
武

士
た
ち
に
と
っ
て
、禅
僧
に
つ
い
て
参
禅
す
る
こ
と
は
教
養

の
基
盤
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

蛇
足
で
は
あ
る
が
、当
時
の
武
士
階
級
を
は
じ
め
い
ず

れ
の
階
層
の
人
々
に
と
っ
て
も
、菩
提
寺
と
参
禅︵
学
問
︶す

る
寺
院
が
、必
ず
し
も
同
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

　

寛
永
十
六︵
1
6
3
9
︶年
四
月
二
十
六
日
、土
肥
家

の
中
興
二
代
で
あ
り
、東
長
寺
の
開
基
に
あ
た
る
土
肥

孫
兵
衛
が
没
し
葬
ら
れ
た
。﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄﹃
寛

政
重
修
諸
家
譜
﹄に
記
載
洩
れ
を
し
、ま
た﹃
寺
社
書
上
﹄

に
も
世
寿
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
享
年
は
不
明
だ

が
、三
代
・
五
左
衛
門
、四
代
・
五
右
衛
門︵
孫
兵
衛
の
孫
︶

が
没
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、相
当
な
年
令
で
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。

　

寛
永
十
七︵
1
6
4
0
︶年
、幕
府
は
切
支
丹︵
キ
リ
ス

ト
教
︶を
禁
圧
し﹁
宗
門
改
帳
﹂を
作
っ
た
。い
わ
ゆ
る﹁
寺

請
制
度
﹂の
確
立
で
あ
る
。

　

士
農
工
商
い
ず
れ
の
階
層
の
人
々
も
所
属
寺
院
を
定

め
、婚
姻
・
旅
行
・
住
居
移
転
・
奉
公
な
ど
は
、村
役
人
発
行

の
追
手
形
と
と
も
に
寺
院
発
行
の
宗
旨
手
形
を
必
要
と

し
た
。
寺
院
が
一
種
の
戸
籍
事
務
を
取
扱
う
機
関
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
﹁
諸
宗
法
度
﹂や﹁
本
末
制
度
﹂で
寺
院
に
対
し
厳
し
い

統
制
を
加
え
て
い
た
幕
府
の
宗
教
政
策
は
、こ
の
こ
と
か
ら

末
端
に
ま
で
浸
透
し
、寺
院
は
幕
府
の
庶
民
支
配
に
重
要

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、こ
の
寺
請
制
度
の
確

立
が
、近
世
仏
教
の
庶
民
へ
の
布
教
に
大
き
く
貢
献
し
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

東
長
寺
の
二
千
二
百
七
十
七
坪
の
境
内
地
に﹁
間
口
六

間
半
、奥
行
七
間
﹂の
本
堂
が
建
立
さ
れ
、寺
容
が
整
え
ら

れ
た
の
は
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
寛
永
年
間︵
1
6
2
4
～
44
︶に
東
長
寺

が
中
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

振
袖
火
事
と
定
火
消
与
力

　　

明
暦
三︵
1
6
5
7
︶年
、俗
に﹁
振
袖
火
事
﹂と
よ
ば

れ
る
大
火
に
よ
っ
て
、江
戸
市
街
地
の
約
2
／

3
が
焼
失

し
た
。こ
の
大
火
以
後
、東
長
寺
周
辺
地
域
に
も
次
第
に

町
人
た
ち
が
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

東
長
寺
の﹃
寺
社
書
上
﹄に
よ
る
と
、
開
基
・
土
肥

孫
兵
衛
の
子
孫
・
土
肥
三
郎
助
が
舟
越
左
門
組
下
の

﹁
定
火
消
与
力
﹂︵
定
火
消
御
役
与
力
︶で
あ
る
と
記

し
て
い
る
が
、﹃
寛
政
重
修
諸
家
譜
﹄に
よ
る
と
、船
越
氏

︵
五
千
五
百
七
十
石
︶が
定
火
消
と
な
る
の
は
貞
享
元

︵
1
6
8
4
︶年
の
こ
と
で
、こ
の
お
り
に
土
肥
氏
が
定

火
消
与
力
と
し
て
組
下
与
力
と
な
り
、以
来
幕
末
ま
で

定
火
消
与
力
と
し
て
幕
府
に
仕
え
た
。

　
﹁
定
火
消
御
役
﹂と
は
、明
暦
の
大
火
の
大
惨
事
に
か
ん

が
み
、明
暦
四︵
1
6
5
8
︶年
に
従
来
の
大
名
火
消
の
ほ

か
に
、新
た
に
千
石
以
上
の
寄
合
旗
本
の
率
い
る
火
消
を

設
け
た
こ
と
に
始
ま
る
。

　

定
火
消
は
平
常
は
消
火
を
任
務
と
す
る
が
、い
っ
た
ん

緩
急
の
時
は
戦
線
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
戦
闘
員
と

考
え
て
よ
い
。

　

家
康
の
江
戸
入
部
に
従
っ
た
開
基
・
土
肥
孫
兵
衛
以

来
、土
肥
家
代
々
は
い
わ
ば
戦
闘
将
校
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
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元
禄
の
世
と
東
長
寺
再
中
興

　

元
禄
元︵
1
6
8
8
︶年
四
月
、幕
府
は
寺
院
を
古
跡
、

新
地
に
分
け
た
。
す
な
わ
ち
寛
永
八︵
1
6
3
1
︶年
以

前
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
を
古
跡
と
し
て
、以
降
に
建
立
さ

れ
た
寺
院
を
新
地
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

古
跡
寺
院
は
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
も
再
建
は
認
め

る
が
、新
地
寺
院
の
再
建
は
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
、東

長
寺
は
古
跡
地
寺
院
に
含
ま
れ
る
。

　

元
禄
十
二︵
1
6
9
9
︶年
、佐
合
盆
菴
が
五
代
将
軍
・

綱
吉
に
召
出
さ
れ
奥
医
師
と
な
っ
た
。こ
の
盆
菴
が
東
長

寺
の
中
興
開
基
に
あ
た
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

幕
府
に
抱
え
ら
れ
た
医
師
は
、奥
医
師
、御
番
医
、寄

合
医
師
、御
目
見
医
師
と
格
付
け
さ
れ
、法
眼
は
奥
医

師
の
上
席
で
御
番
料
は
廩
米
二
百
俵︵
二
百
石
相
当
︶だ

が
、寛
永
年
中︵
1
6
2
4
～
44
︶以
来
、奥
医
師
の
薬

札
は﹁
千
両
ま
で
な
ら
受
納
し
て
も
よ
い
﹂と
い
う
不
文

律
が
あ
っ
た
ほ
ど
実
収
入
は
多
か
っ
た
。

　

こ
の
佐
合
盆
菴
の
名
は
宗
諄
と
あ
る
が
、法
名
も
宗
諄

で
あ
り
、以
来
宗
恒
、宗
渾
、宗
甫
、宗
孫
と
代
々
が
い
ず

れ
も
名
と
法
名
が
合
致
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
佐
合
氏

代
々
の
当
主
が
、生
前
に
菩
提
寺︵
東
長
寺
︶の
住
職
に
深

く
帰
依
し
法
名
を
授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

東
長
寺
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
る
の
は
元
禄
十
三

︵
1
7
0
0
︶年
八
月
の
こ
と
で
、佐
合
盆
菴
の
出
仕
と

合
致
し
て
い
る
。

　

鐘
銘
に
よ
る
と
、こ
の
当
時
の
土
肥
家
の
当
主
は
豊
知
と

い
い
、そ
の
妻
・
法
如
月
院

屋
貞
紅
大
姉
の
霊
を
弔
っ
た

こ
と
が﹁
耑
薦
亡
婦
幽
冥
之
福
也
﹂の
一
節
か
ら
わ
か
る
。

　

東
長
寺
の
鐘
楼
堂﹁
九
尺
四
方
﹂も
こ
の
お
り
に
建
立

さ
れ
た
。

　

ま
た
元
禄
年
中︵
1
6
8
8
～
1
7
0
4
︶つ
ま
り

五
代
将
軍
・
綱
吉
の
時
代
は﹃
生
類
憐
み
の
令
﹄な
ど
に

よ
っ
て
庶
民
の
非
難
が
高
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
が
、＂
学

問
好
き
の
綱
吉
＂に
よ
っ
て
、武
士
階
級
を
は
じ
め
庶
民
の

間
に＂
学
ぶ
＂と
い
う
姿
勢
が
浸
透
し
た
時
代
で
も
あ
る
。

　

旗
下
の
士
や
諸
藩
士
の
子
弟
を
は
じ
め
多
く
の
人
々

が
東
長
寺
を
訪
れ
て
参
禅
し
、学
問
に
励
ん
だ
と
推
察

さ
れ
る
。

　

寺
院
の
梵
鐘
の
多
く
は
、寺
運
が
隆
昌
し
た
お
り
に
鋳

造
さ
れ
る
。こ
の
例
か
ら
す
る
と
東
長
寺
は
、こ
の
元
禄
年

中
に
再
中
興︵
重
興
︶さ
れ
た
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
の
元
禄
年
中
は
、庶
民
の
間
に
物
見
遊
山
を
か

ね
た
寺
社
詣
で
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。

東
長
寺
に
安
置
さ
れ
る
諸
尊
像
や
、護
法
稲
荷
社
に
参
詣

す
る
善
男
善
女
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
の

も
、こ
の
頃
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

門
前
町
屋
が
町
方
支
配︵
町
奉
行
所
支
配
︶に
な
っ
た

の
も
、こ
の
元
禄
年
中
と
伝
え
て
い
る
。

東
長
寺
の
本
末
関
係
と
法
流

　

宝
永
五︵
1
7
0
8
︶年
、各
宗
本
山
が﹁
本
末
牒
﹂を

提
出
し
た
。
東
長
寺
の
本
山
は
総
持
寺
で
あ
り
、﹃
曹
洞

宗
寺
院
本
末
牒
﹄に
よ
る
と
、

　

﹁
能
登
国
鳳
気
至
郡
櫛
比
・
諸
嶽
山
総
持
寺
・
妙
高
庵

︵
山
内
五
か
院
の
一
つ
、通
幻
開
山
︶│
相
模
足
柄
郡
関

本
村
・
最
乗
寺︵
了
庵
派
︶│
美
濃
国
武
儀
郡
下
有
知

村
・
龍
泰
寺︵
華
叟
派
︶│
下
野
国
都
賀
郡
富
田
郷
・
大

中
寺︵
快
庵
派
︶│
下
総
国
結
城
郡
結
城
立
町
・
孝
顕
寺

︵
快
庵
派
︶│
武
蔵
国
大
里
郡
久
下
村
・
東
竹
院︵
快

庵
派
︶│
武
蔵
国
江
戸
四
谷
・
勝
興
寺︵
快
庵
派
︶│
武

蔵
国
豊
嶋
郡
四
谷
久
能
町
・
東
長
寺︵
快
庵
派
︶﹂と
記
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
法
流
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、東
長
寺
開

山
の
雪
庭
春
積
は
勝
興
寺
開
山
で
東
竹
院
第
四
世
。
東

竹
院
開
山
・
的
翁
文
仲
は
孝
顕
寺
第
四
世
。
孝
顕
寺
開

山
・
独
峰
麿
聚
の
師
に
あ
た
る
培
芝
正
悦
が
大
中
寺
第
二

世
。
大
中
寺
開
山
は
快
庵
妙
慶
。
快
庵
妙
慶
の
師
が
華

叟
正
萼
。
華
叟
正
萼
の
師
が
無
極
慧
徹
。そ
の
師
・
了
庵

慧
明
の
師
が
妙
高
庵
開
山
の
通
幻
寂
霊
⋮
⋮
。こ
れ
を

辿
る
と
瑩
山
禅
師
に
達
す
る
。

享
保
の
大
飢
饉
と
う
ち
続
く
凶
作

　

享
保
元︵
1
7
1
6
︶年
、紀
州
の
徳
川
吉
宗
が
第
八

代
の
将
軍
位
を
継
ぎ
幕
政
の
大
改
革
を
行
っ
た
。
庶
民
を

震
撼
さ
せ
た﹁
享
保
の
大
改
革
﹂が
そ
れ
で
あ
る
。
庶
民
、

特
に
農
民
へ
の
圧
迫
が
激
し
く
な
り
、各
地
で
百
姓
一
揆

が
続
発
し
た
。

　

享
保
九︵
1
7
2
4
︶年
九
月
、幕
府
は
三
尺
以
上
の

仏
像
の
造
立
を
制
限
し
た
。こ
れ
ら
の
背
景
に﹁
享
保
の

大
飢
饉
﹂が
あ
り
、諸
寺
院
を
締
め
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、元
禄
年
中
以
来
庶
民
の
間
に
蔓
延
し
て
い
た﹁
派
手

好
み
﹂の
風
潮
を
止
め
よ
う
と
い
う
幕
府
の
意
向
が
あ
っ

た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

天
明
七︵
1
7
8
7
︶年
、元︵
1
7
8
1
︶年
以
来
の

う
ち
続
く
凶
作
に
よ
り
、諸
国
に
大
飢
饉
が
起
こ
っ
た
。

諸
寺
院
が
幕
府
の
救
済
活
動
に
先
立
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の

周
辺
地
域
住
民
の
救
済
活
動
を
行
っ
た
。
当
然
、東
長
寺

も
こ
の
救
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 

［
次
号
に
続
く
］
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檀
家
・
縁
の
会
会
員
の
居
住
地
マ
ッ
プ

足立区
荒川区
板橋区
江戸川区
大田区
葛飾区
北区

江東区
品川区
渋谷区
新宿区
杉並区
墨田区

世田谷区
台東区
中央区

千代田区
豊島区
中野区
練馬区
文京区
港区
目黒区
昭島市

あきる野市
稲城市
青梅市
清瀬市
国立市

小金井市
国分寺市
小平市
狛江市
立川市
多摩市
調布市

西東京市
八王子市
羽村市

東久留米市
東村山市
東大和市
日野市
府中市
福生市
町田市
三鷹市

武蔵野市
武蔵村山市
奥多摩町
日の出町
瑞穂町
檜原村
大島町
利島村
新島村

神津島村
三宅村

御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村

8

9
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11

20

4

5

23

77
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4

36

7
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5

7

25
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4
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0

1

1
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3

1

3

5

4

2

4

2
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4

6

1

2

1

1

4

5

0

9

8
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1
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0

0
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0

0

0
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0

0
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杉並区

豊島区
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板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市
武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市

多摩市 稲城市

羽村市

あきる野市 西東京市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

千代田区

中央区
港区

新宿区

文京区 台東区
墨田区

江東区
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武蔵村山市
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羽村市

あきる野市 西東京市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

小金井市

東久留米市

清瀬市

大島町

利島村

新島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町青ヶ島村

小笠原村 小笠原村 小笠原村

小笠原村

小笠原村

大島町

利島村

新島村

新島村
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三宅村

御蔵島村

八丈町青ヶ島村
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東京都の檀家の皆さま

東京都の縁の会の皆さま
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奥多摩町
日の出町
瑞穂町
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大島町
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小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市
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利島村

新島村
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次
号
以
降
、東
京
都
以
外
の
デ
ー
タ
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

0 150 300  450［人］

平
成
二
十
六
年
六
月
末
日
の
デ
ー
タ

5,439（総数）
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平
成
八
年
、当
山
で
は
永
代
供
養
付
き
生
前
個
人
墓﹁
縁
の
会
﹂を
発
足
さ
せ
、こ
れ
ま
で
一
二
、〇
〇
〇
名
余
り
の
方
々
と
永
代
供
養
の
お
約
束
を
交
わ
し

て
参
り
ま
し
た
。
第
一
期
目
は
、講
堂
を
改
装
し
た﹁
羅
漢
堂
﹂へ
の
納
骨
の
お
約
束
。
第
二
期
目
は
、坐
禅
堂
を
改
装
し
た﹁
千
手
堂
﹂へ
遺
骨
の
一
部
を
納
骨

し
、残
り
の
遺
骨
を
合
葬
す
る
と
い
う
お
約
束
で
し
た
。こ
の﹁
千
手
堂
﹂で
の
募
集
数
が
も
う
じ
き
予
定
数
に
達
す
る
見
込
み
と
な
る
こ
と
か
ら
、第
三
期
目

と
し
ま
し
て
、現
在
建
設
中
の
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂内
に
納
骨
堂
を
新
た
に
整
備
し
、募
集
を
継
続
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、第
三
期
目
の
縁
の
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

　

な
お
、羅
漢
堂︵
第
一
期
︶及
び
千
手
堂︵
第
二
期
︶へ
の
納
骨
の
お
約
束
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
さ
ま
に
は
、こ
れ
ま
で
の
お
約
束
が
継
続
さ
れ
ま
す

の
で
、新
た
な
お
手
続
き
、あ
る
い
は
費
用
が
発
生
す
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、何
卒
ご
安
心
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

東
長
寺
新
縁
の
会
の
ご
案
内
︵
東
長
寺
が
提
案
す
る
樹
林
葬
の
か
た
ち
︶

東
長
寺
新
縁
の
会
ご
契
約
内
容
に
含
ま
れ
る
も
の︵
仮
︶

  

①
戒　
　

名 

入
会
さ
れ
た
す
べ
て
の
方
に
、曹
洞
宗
の
戒
名
を
お
授
け
致
し
ま
す︵
信
士
、信
女
に
統
一
︶。

 

②
位　
　

牌 

入
会
さ
れ
た
す
べ
て
の
方
に
、戒
名
を
刻
銘
し
た
位
牌
を
文
由
閣
内
の
位
牌
壇
に
ご
安
置
致
し
ま
す︵
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
三
十
三
回
忌
ま
で
︶。

 

③
銘　
　

板 

入
会
さ
れ
た
す
べ
て
の
方
に
、文
由
閣
一
階
の
水
盤
壁
面
に
、俗
名
を
刻
銘
し
た
銘
板
を
設
置
致
し
ま
す
。

 

④
納　
　

骨 

遺
骨
の
一
部
を
文
由
閣
内
の
納
骨
壇
に
三
十
三
回
忌
ま
で
ご
安
置
、残
り
の
遺
骨
は
左
記
協
力
寺
院
の
樹
林
葬
墓
苑
に
埋
葬
致
し
ま
す
。

 
 

● 

千
葉
県
袖
ヶ
浦
市 

真
光
寺︵
岡
本
和
幸
住
職
︶　
二
、〇
〇
〇
名
分

 
 

● 

宮
城
県
気
仙
沼
市 

清
凉
院︵
三
浦
光
雄
住
職
、三
浦
賢
道
副
住
職
︶　
二
、〇
〇
〇
名
分︵
予
定
︶

 
 

● 

佐
賀
県
佐
賀
市 

清
流
寺︵
光
吉
清
成
住
職
、光
吉
和
美
副
住
職
︶　
二
、〇
〇
〇
名
分︵
予
定
︶

 
 

※
残
り
の
遺
骨
を
東
長
寺
内
多
宝
塔
へ
合
葬
す
る
と
い
う
従
来
の
方
法
も
ご
ざ
い
ま
す
。

 

こ
れ
ま
で
通
り
、お
約
束
の
単
位
は
お
一
人︵
個
人
墓
︶と
な
り
ま
す
。
複
数
で
お
申
し
込
み
の
場
合
は
、人
数
分
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
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※ 

正
式
な
お
申
し
込
み
は
、文
由
閣
納
骨
堂
の﹁
納
骨
堂
経
営
許
可
﹂が
下
り
て
か
ら
と
な
り
ま
す
。
予
定
は
、明
年
五
月
頃
の
予
定
で
す
。

※ 

た
だ
し
、明
年
一
月
よ
り
東
長
寺
檀
信
徒
の
ご
紹
介
に
限
り
ま
し
て
、お
受
付
致
し
ま
す︵
納
骨
堂
の
経
営
許
可
が
下
り
る
ま
で
は
ご
納
骨
は
で
き
ま
せ
ん
︶。

※ 

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、寺
務
長︵
手
島
︶ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※ 

縁
の
会
会
員
で
詳
し
い
内
容
等
を
お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
、来
月
よ
り
月
一
回
、説
明
会
を
実
施
致
し
ま
す
。

　

 

日
程
な
ど
は
同
封
の
別
紙﹁
説
明
会
の
ご
案
内
﹂を
ご
確
認
い
た
だ
き
、お
申
し
込
み
下
さ
い
。お
檀
家
さ
ま
へ
の
説
明
会
は
、明
年
一
月
よ
り
実
施
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

 

⑤
永
代
供
養 

没
後
、す
べ
て
の
会
員
を
永
代
に
わ
た
り
ご
供
養
致
し
ま
す
。

 
 

● 

三
十
三
回
忌
ま
で
、亡
く
な
ら
れ
た
月
の
一
日
の
萬
燈
供
養
に
て
ご
供
養

 
 

● 

三
十
三
回
忌
以
降
、引
き
続
き
ご
先
祖
と
し
て
供
養

 

⑥
文
化
支
援 

入
会
金
の
一
部
を
、﹁
東
長
寺
文
化
支
援
基
金
﹂と
し
て
、広
く
国
内
外
の
文
化
活
動
へ
の
支
援
金
と
し
て
使
用
致
し
ま
す
。

 

⑦
地
方
寺
支
援 

入
会
金
の
一
部
を
、﹁
東
長
寺
地
方
寺
支
援
基
金
﹂と
し
て
、

 
 

樹
林
葬
墓
苑
を
開
苑
す
る
寺
院
を
中
心
と
し
た
地
方
に
、支
援
金
と
し
て
使
用
致
し
ま
す
。

 

⑧
入
会
金 
八
十
万
円︵
お
一
人
さ
ま
︶

東
長
寺
新
縁
の
会
の
仕
組
み

新
縁
の
会
入
会

入
会
金
八
十
万
円

永
代
供
養

納
骨
及
び
埋
葬

文
化
及
び
地
方
寺
支
援
の
報
告

伝
統
工
芸
へ
の
支
援

東
長
寺
ア
ワ
ー
ド
の
創
設

海
外
流
出
文
化
財
の
日
本
返
還
支
援

東
長
寺
ス
カ
ラ
ー
シ
ッ
プ

子
ど
も
・
高
齢
者
・
障
が
い
者
支
援  

な
ど

樹
林
葬
墓
苑
を
核
と
し
た
地
方
寺
院
と
の
共
同
事
業

震
災
復
興
支
援

地
方
の
森
づ
く
り

地
域
づ
く
り︵
地
方
の
大
学
と
の
共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
︶  

な
ど

文化支援地方寺支援

入
会
金
の
一
部

入
会
金
の
一
部




