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問
題
視
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
檀
家
制
度
に
縛

ら
れ
な
い
寺
院
の
在
り
方
を
模
索
す
る
五
郎

地
蔵
寺
の
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

―
五
郎
地
蔵
寺
を
取
り
巻
く
環
境
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

市
橋
師
　
五
郎
地
蔵
寺
に
は
檀
家
が
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
先
住
は
学
校
や
塾
の
講
師

を
副
業
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
お
盆

や
お
彼
岸
の
期
間
は
忙
し
く
、
最
盛
期
に
は

数
百
軒
の
棚
経
や
仏
壇
参
り
が
あ
り
ま
し

た
。
今
で
は
家
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
り
、
若

い
世
代
が
市
外
に
移
住
し
た
り
で
お
参
り
の

数
は
半
減
し
て
い
ま
す
。

　
曹
洞
宗
の
布
教
教
化
に
お
け
る
精
進
料
理

の
可
能
性
は
、
近
年
関
心
の
高
ま
っ
て
い
る

食
育
の
観
点
、
ま
た
宗
門
が
取
り
組
む
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
観
点
か
ら
も
高
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
精
進
料
理
を
活
か
し
た
寺
活
を
行
っ
て

い
る
方
は
多
く
、
ま
た
こ
れ
か
ら
始
め
た
い

と
考
え
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
和
歌
山
県
田
辺
市
に
あ
る
五
郎
地
蔵
寺
の

住
職
、
市
橋
宗
明
師
は
精
進
料
理
カ
フ
ェ

「
五
郎
庵
」
を
経
営
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
お

客
さ
ん
か
ら
は
「
精
進
料
理
の
イ
メ
ー
ジ
が

変
わ
っ
た
」
と
評
判
の
お
店
で
す
。

　
過
疎
化
や
寺
離
れ
に
よ
る
檀
家
の
減
少
が

　
五
郎
地
蔵
寺
の
あ
る
田
辺
市
下
三
栖
地
区

は
宅
地
開
発
が
進
み
、
若
い
世
代
や
分
家
さ

ん
な
ど
、
お
寺
に
あ
ま
り
縁
の
な
い
方
々
が

比
較
的
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
に
お
寺

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
い
る
と
思
い

ま
す
。

―
評
判
の
精
進
料
理
を
提
供
す
る
五
郎
庵
で

す
が
、
市
橋
住
職
は
料
理
の
経
験
が
あ
っ
た

の
で
す
か
？ 

市
橋
師
　
い
い
え
、
料
理
の
経
験
は
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
戸
の
Ｉ
Ｔ
の
専

門
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ

ニ
ア
と
し
て
三
年
半
ほ
ど
働
い
て
い
ま
し
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で
の
修
行
は
六
年
間
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
こ
で
の
経
験
か
ら
精
進
料
理
の
基
本

と
教
え
を
学
び
ま
し
た
。

―
可
睡
斎
で
の
修
行
が
寺
活
に
活
か
さ
れ
て

い
る
の
で
す
ね
。

市
橋
師
　
小
金
山
老
師
の
料
理
に
対
す
る
真

摯
な
姿
を
見
て
多
く
の
も
の
を
学
び
ま
し

た
。
怒
ら
れ
た
り
注
意
さ
れ
た
り
し
た
記
憶

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
和
や
か
な
大
き

で
し
た
。

　
五
郎
庵
で
も
そ
の
言
葉
を
忘
れ
ず
、
お
客

さ
ん
の
こ
と
を
思
い
、
仏
道
修
行
の
一
環
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

―
修
行
を
終
え
て
か
ら
五
郎
庵
を
開
か
れ
た

経
緯
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

市
橋
師
　
檀
家
の
な
い
お
寺
で
す
し
、
地
域

の
方
々
に
お
寺
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う

き
っ
か
け
に
も
な
れ
ば
と
、
い
つ
か
精
進
料

理
カ
フ
ェ
を
開
業
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
可
睡
斎
で
調
理
師
免
許
を
取
得
し
、
修

行
を
終
え
て
か
ら
一
年
後
、
平
成
二
七
年
に

五
郎
庵
を
開
店
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
も
早

く
開
店
で
き
た
の
は
、
妻
の
後
押
し
が
大
き

か
っ
た
で
す
ね
。
妻
は
以
前
、
田
辺
市
内
で

カ
フ
ェ
を
経
営
し
て
い
ま
し
た
。
五
郎
庵
で

使
っ
て
い
る
カ
ウ
ン
タ
ー
や
机
、
椅
子
は
妻

の
お
店
で
か
つ
て
使
用
し
て
い
た
も
の
で

す
。
妻
は
ま
た
カ
フ
ェ
を
開
き
た
い
と
考
え

て
い
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
一
緒
に
や
ろ
う
と

な
り
ま
し
た
。
午
後
二
時
以
降
の
カ
フ
ェ
タ

イ
ム
は
妻
が
中
心
と
な
っ
て
ス
イ
ー
ツ
な
ど

た
。
兄
も
い
る
の
で
実
家
で
あ
る
五
郎
地
蔵

寺
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

僧
侶
と
な
る
決
意
を
し
、
静
岡
県
の
可
睡
斎

へ
安
居
し
ま
し
た
。
可
睡
斎
で
当
時
、
典
座

寮
を
取
り
仕
切
ら
れ
て
い
た
老
師
に
声
を
か

け
て
い
た
だ
き
精
進
料
理
の
道
に
入
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
大
本
山
總
持
寺
の
典
座
も
お

務
め
に
な
ら
れ
た
小
金
山
泰
玄
老
師
と
出
会

い
、
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
可
睡
斎

夫
婦
二
人
三
脚
で
営
む
精
進
料
理
カ
フ
ェ

な
心
「
大
心
」
で
私
た
ち
を
見

守
っ
て
く
れ
て
い
た
気
が
し
ま

す
。
優
し
く
見
守
り
、
任
す
と
き

は
任
せ
て
く
れ
た
こ
と
か
ら
自
信

も
つ
き
ま
し
た
。

　
小
金
山
老
師
は
い
つ
も
「
食
べ

て
く
れ
る
人
を
思
い
な
さ
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
『
典

座
教
訓
』
に
「
衆
僧
を
供
養
す
、

故
に
典
座
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
た
だ
た
だ
修
行
僧
を

思
い
料
理
に
向
か
う
老
師
の
姿
は

こ
の
言
葉
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
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の
助
け
を
借
り
二
人
三
脚
で
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

―
寺
活
を
通
じ
て
嬉
し
か
っ
た
こ
と
、
苦
労

し
た
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。

市
橋
師
　
可
睡
斎
で
は
典
座
寮
で
調
理
、
盛

り
付
け
は
し
ま
す
が
料
理
を
運
ぶ
の
は
接
客

係
で
す
。
そ
の
た
め
、
食
事
を
し
て
い
る
人

の
顔
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
こ
で
は
食
事
を
し
た
後
に
「
ご
ち
そ
う

さ
ま
」
「
美
味
し
か
っ
た
よ
」
「
何
を
使
っ

て
い
る
の
？
」
な
ど
と
お
客
さ
ん
と
話
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
気
な
い
会
話
を
で

き
る
こ
と
は
嬉
し
い
で
す
。

　
布
教
の
一
環
と
し
て
、
精
進
料
理
を
提
供

す
る
と
き
に
は
「
五
観
の
偈
」
の
チ
ラ
シ
を

渡
し
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が
そ
の
チ

ラ
シ
を
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
ま
す
。
「
五

観
の
偈
」
に
つ
い
て
の
質
問
に
お
答
え
す
る

と
、
「
孫
に
も
教
え
て
お
く
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
が
家
に
帰
り
家

族
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け

と
な
れ
ば
嬉
し
い
で
す
し
、
布
教
に
繋
が
っ

を
考
案
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
僧
侶
で
あ
る
以
上
、
僧
侶
と
し
て
の
務
め

を
優
先
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
人
で
は
と
て

も
切
り
盛
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
妻

て
い
る
な
と
実
感
で
き
ま
す
。

　
カ
フ
ェ
で
い
た
だ
い
た
ご
縁
で
菩
提
寺
の

な
い
方
々
か
ら
永
代
供
養
や
お
葬
式
を
頼
ま

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
寺
活
が
お
寺
の
た

め
に
も
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　
苦
労
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
時
間
的

に
大
変
な
と
き
が
あ
る
こ
と
で
す
。
多
忙
を

極
め
る
と
き
に
は
「
少
し
品
数
を
減
ら
そ
う

か
な
？
」
な
ど
と
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
夜
遅
く
ま
で
仕
込
み
を
す
る
と
き
も
あ

り
ま
す
が
、
お
客
さ
ん
の
た
め
に
妥
協
を
せ

ず
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

―
寺
活
を
通
じ
て
目
指
す
お
寺
の
在
り
方
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

市
橋
師
　
前
述
の
よ
う
に
檀
家
も
な
く
地
域

住
民
の
方
に
も
知
ら
な
い
人
が
い
る
お
寺
で

す
。
お
茶
を
飲
み
に
人
が
集
ま
り
、
「
こ
こ

に
お
寺
が
あ
っ
た
ん
や
」
「
坐
禅
会
し
て
る

ん
や
」
と
お
寺
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
れ

ば
、
お
寺
の
今
後
に
も
繋
が
る
と
思
い
ま

す
。

こだわりの精進料理ランチ
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に
や
っ
て
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は

「
か
き
氷
屋
の
お
っ
ち
ゃ
ん
」
と
思
わ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。
そ
れ
で
も

い
い
で
す
。
お
寺
に
縁
の
な
か
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
来
て
く
れ
る
だ
け
で
、
長
い
目
で
見

れ
ば
布
教
に
繋
が
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
近
所
の
方
が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
談
笑
す

る
、
子
ど
も
た
ち
が
境
内
で
遊
ん
で
い
る
、

そ
れ
が
本
来
あ
る
お
寺
の
風
景
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
先
住
は
お
寺
で
塾
を
や
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
親
し
み
や
す
い
お
坊
さ
ん
と

よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
も
そ
ん
な
お

坊
さ
ん
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
こ
れ
か
ら
寺
活
を
始
め
た
い
と
思
っ
て
い

る
人
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願

い
し
ま
す
。

市
橋
師
　
高
尚
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が

「
お
坊
さ
ん
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
商
売
や
事
業
に
走
り

過
ぎ
る
と
お
寺
の
た
め
に
も
寺
活
の
た
め
に

も
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
採
算
を
度
外
視

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も

「
人
の
喜
ぶ
顔
の
た
め
に
」
と
い
う
気
持
ち

は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
お
坊
さ

ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
軸
足
を
お
い
て
、

お
坊
さ
ん
と
し
て
の
素
養
を
高
め
て
い
け

ば
、
お
寺
と
寺
活
の
両
輪
と
し
て
進
め
て
い

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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一
九
八
二
年
生
ま
れ
。
四
〇
歳
。
シ
ス
テ

ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
働
い
た
後
、
平
成
一

九
年
よ
り
静
岡
県
可
睡
斎
専
門
僧
堂
に
安

居
。
帰
山
後
、
平
成
二
七
年
よ
り
精
進
料
理

カ
フ
ェ
「
五
郎
庵
」
を
開
業
。
丹
精
込
め
た

精
進
料
理
と
お
洒
落
な
ス
イ
ー
ツ
で
人
気
を

博
し
て
い
る
。

　
五
郎
地
蔵
寺
に
は
山
門
が
あ
り
ま
せ
ん
。

門
の
な
い
開
か
れ
た
お
寺
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
夏
の
時
期
に
は
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が

一
〇
〇
円
玉
を
握
り
し
め
て
か
き
氷
を
買
いかき氷を買いにきた地域の子どもたち


