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　「
小
さ
な
島
国
に
二
十
万
五
千
人
の
僧
侶
が
い
て
︑
七
万
六
千
を
越
す
正
規

の
寺
院
を
運
営
し
て
い
る
︒
そ
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
は
い
っ
た
い
如
何
な

る
も
の
な
の
か
考
え
て
み
て
ほ
し
い
」
と
著
者
は
冒
頭
︑
問
い
か
け
る
︒「
世

界
有
数
の
豊
か
で
革
新
的
な
こ
の
国
に
︑
仏
教
寺
院
と
そ
の
僧
侶
た
ち
は
ど

ん
な
貢
献
を
し
て
き
た
の
か
？
」（p.xiii

）
こ
の
問
い
は
︑
日
本
の
寺
院
僧
侶

に
つ
い
て
本
書
が
探
究
す
る
問
題
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
は
っ
き
り
特
定
で
き
る
（
そ
し
て
大
半
が
男
の
）
集
団
に
は
︑
か
な
り
多
様

性
が
あ
る
と
著
者
は
言
う
︒
日
本
に
あ
る
の
は
仏
教
宗
派
の
集
合
体
だ
け
で
︑

宗
教
哲
学
と
し
て
の
仏
教
が
な
い
ば
か
り
か
（p.5

）︑
個
々
の
寺
院
は
大
半
が

親
か
ら
代
々
う
け
つ
ぐ
家
業
で
あ
り
︑
生
存
の
た
め
に
は
変
化
す
る
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
二
十
世
紀
末
の
日
本
は
好
景
気
に

沸
き
︑
寺
院
の
収
入
の
八
五
％
を
占
め
る
葬
式
や
法
事
に
投
じ
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
っ
た
が
︑
二
十
一
世
紀
に
は
い
っ
て
景
気
が
低
迷
す

る
と
︑
地
方
の
人
口
は
減
り
つ
づ
け
︑
宗
教
へ
の
懐
疑
を
含
め
︑
近
代
後
期

に
特
有
の
個
人
主
義
が
顔
を
出
す
と
と
も
に
︑
市
場
に
聡
い
葬
式
産
業
企
業

か
ら
挑
戦
を
う
け
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
多
く
の
寺
院
が
未
来
の
不
安

に
さ
ら
さ
れ
る
︒
寺
院
の
後
継
者
た
ち
は
あ
ま
り
家
業
を
継
ぎ
た
が
ら
ず
︑

僧
侶
と
し
て
の
個
人
的
︑
知
的
な
資
質
に
欠
け
︑
ビ
ジ
ネ
ス
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な

く
︑
傾
き
ゆ
く
家
業
を
た
て
直
す
動
機
に
も
欠
け
て
い
る
︒﹃
寺
院
の
現
在
﹄

と
い
う
雑
誌
に
寄
せ
ら
れ
た
あ
る
僧
侶
の
投
稿
に
よ
れ
ば
︑
僧
侶
が
集
ま
る

と
ま
ず
話
題
に
な
る
の
は
宗
派
本
部
へ
の
上
納
金
に
つ
い
て
の
不
満
で
あ
り
︑

次
い
で
要
求
ば
か
り
し
て
く
る
檀
家
に
つ
い
て
︑
ま
た
総
本
山
と
の
関
係
に
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つ
い
て
の
グ
チ
︑
そ
し
て
最
後
に
は
ゴ
ル
フ
︑
カ
ラ
オ
ケ
︑
女
の
話
に
な
る

の
だ
と
い
う
（p.52

）︒

　
ど
う
や
ら
こ
れ
が
日
本
の
僧
侶
の
大
多
数
の
あ
り
方
の
よ
う
だ
が
︑
本
書

は
こ
う
し
た
趨
勢
を
外
れ
た
例
外
ケ
ー
ス
を
探
っ
て
い
く
︒
た
と
え
ば
新
し

い
ア
イ
デ
ア
︑
新
し
い
活
動
︑
寺
院
仏
教
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
模
索
す
る
（
二

人
の
女
性
を
含
む
）
僧
侶
た
ち
だ
が
︑
こ
う
い
う
試
み
を
著
者
は
総
じ
て
「
実

験
仏
教
（experim

ental B
uddhism

）」
と
呼
ん
で
い
る
︒
著
者
が
優
先
的
に
取

材
し
た
の
は
︑
法
事
な
ど
寺
院
本
来
の
業
務
を
主
力
と
す
る
「
平
均
的
な
」

四
十
五
の
寺
院
で
︑
サ
ン
プ
ル
数
の
少
な
さ
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
断
っ
て

あ
る
︒
こ
の
分
野
に
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
日
本
仏
教
史
の

「
あ
ら
ま
し
」
が
語
ら
れ
た
の
ち
︑
仏
教
に
触
発
さ
れ
た
行
動
主
義
や
社
会
福

祉
活
動
の
実
例
（
第
三
章
）︑「
実
験
仏
教
」
の
四
つ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
（
今
後

の
た
た
き
台
に
な
り
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）（
第
四
章
）︑
仏
教
バ
ー

や
寺
院
主
催
の
コ
ン
サ
ー
ト
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
と

違
う
革
新
的
な
宗
教
慣
行
（
第
五
章
）
に
つ
い
て
書
き
進
め
る
︒
そ
し
て
最

後
に
︑
水
晶
玉
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に
日
本
の
仏
教
寺
院
の
未
来
を
占
っ
て

た
ど
り
つ
い
た
の
は
︑「
く
も
り
と
き
ど
き
晴
れ
︑
し
だ
い
に
風
雨
が
強
ま

る
」（p.215

）
と
い
う
予
報
だ
っ
た
︒

　
本
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
革
新
的
活
動
の
実
例
を
た
く
さ
ん
提
供
し
て
く
れ
る

非
常
に
お
も
し
ろ
い
本
で
︑
日
本
の
宗
教
を
研
究
す
る
人
な
ら
誰
も
が
読
む

べ
き
一
冊
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
著
者
の
お
か
げ
で
開
か
れ
た
こ
の
分
野
の

研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
︑
以
下
四
点
を
指
摘
し
た

い
︒
第
一
に
︑
著
者
は
「
民
族
誌
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
重
点
を
置
い
た
」

と
言
う
が
︑
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
僧
侶

の
声
ば
か
り
で
︑
彼
ら
は
主
と
し
て
自
分
た
ち
の
寺
の
こ
と
し
か
視
野
に
な

い
︒
著
者
自
身
︑「
こ
の
研
究
に
は
ふ
つ
う
の
人
々
の
意
見
が
欠
け
て
い
る
」

（p.xx

）
と
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
は
る
か
に
膨
大
な
リ
サ
ー
チ
が
必

要
だ
か
ら
だ
と
い
う
︒
さ
ら
に
腑
に
落
ち
な
い
の
は
︑
仏
教
の
諸
宗
派
で
も

古
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
も
女
性
の
姿
が
見
え
な
い
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と

し
て
も
︑
こ
の
研
究
の
構
想
か
ら
僧
侶
の
妻
と
い
う
存
在
が
抜
け
落
ち
て
い

る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
点
だ
︒
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（p.183

）

︹
僧
侶
の
妻
は
︺
夫
と
檀
家
の
あ
い
だ
を
と
り
も
つ
存
在
で
あ
る
︒
浄
土

真
宗
で
は
僧
侶
の
妻
は
「
坊ぼ
う

守も
り

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
ど
の
宗
派
で

も
妻
た
ち
は
広
範
に
わ
た
る
責
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
ら
は
ふ

つ
う
寺
の
女
性
や
子
ど
も
関
係
の
活
動
に
関
わ
り
︑
地
区
の
僧
侶
の
妻

の
集
会
に
出
席
し
︑（
葬
儀
の
よ
う
な
重
要
職
務
を
含
む
）
寺
の
運
営
に
お

い
て
す
べ
て
の
面
で
夫
を
補
佐
し
︑
理
事
会
や
檀
家
の
妻
た
ち
と
良
い

関
係
を
保
つ
よ
う
に
努
力
す
る
が
︑
こ
の
貢
献
に
対
す
る
報
酬
は
わ
ず

か
で
︑
ま
っ
た
く
無
料
奉
仕
の
こ
と
も
多
い
︒

僧
侶
は
夫
で
も
あ
る
の
で
︑
身
内
で
あ
る
妻
の
影
響
を
う
け
や
す
い
︒
だ
か
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ら
「
実
験
仏
教
」
に
お
け
る
妻
の
役
割
に
つ
い
て
︑
当
然
説
明
が
あ
る
も
の

と
思
い
き
や
︑
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
妻
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
僧
侶
が

妻
帯
者
で
あ
る
か
否
か
す
ら
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒「
実
験
仏
教
」
に
は
僧
侶

個
人
の
「
非
伝
統
的
背
景
」
が
関
係
し
て
い
る
と
著
者
が
記
し
て
い
る
以
上

（p.246 , n.24

）︑
変
数
と
し
て
の
配
偶
者
か
ら
の
影
響
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い

る
の
は
残
念
な
こ
と
だ
と
思
う
︒

　
第
二
に
︑「
実
験
仏
教
」
が
マ
ク
マ
ハ
ン
の
い
う
「
仏
教
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の

発
展
型
で
あ
り
︑
二
十
一
世
紀
へ
の
転
換
期
に
特
有
の
プ
ロ
セ
ス
を
語
る

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
（pp.26 -27

）
と
い
う
彼
の
主
張
に
は
︑
異
義
を
唱
え
た

い
︒
現
代
の
世
界
は
異
界
さ
な
が
ら
の
別
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
︑
日
本
の
仏
教
者
た
ち
は
今
に
な
っ
て
よ
う
や
く
実
験
を
始
め
た

わ
け
で
は
な
い
︒
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
の
時
代
に
日
本

に
滞
在
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
僧
侶
（
ダ
ン
マ
ロ
ー
カ
）
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

フ
ォ
ン
デ
ス
に
つ
い
て
私
自
身
が
行
な
っ
た
さ
さ
や
か
な
研
究
か
ら
は
︑
当

時
の
日
本
で
は
多
く
の
仏
教
者
た
ち
が
気
力
に
満
ち
︑
独
立
心
旺
盛
で
︑
急

進
的
︑
革
新
的
で
あ
り
︑
そ
の
視
野
も
関
心
事
も
グ
ロ
ー
バ
ル
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
明
治
期
︑
日
本
の
急
激
に
変
化
す
る
社
会
・
宗
教
・
政
治
の
文

脈
に
お
け
る
彼
ら
の
仏
教
の
実
験
は
︑
マ
ス
化
し
た
印
刷
メ
デ
ィ
ア
︑
鉄
道

や
蒸
気
船
に
よ
る
世
界
旅
行
の
利
便
性
の
拡
大
︑
そ
し
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ

が
︑
電
信
網
（
ま
た
の
名
を
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
の
発
達

に
よ
る
即
時
的
な
諸
国
間
通
信
な
ど
の
技
術
革
新
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
︒

　
第
三
に
︑「
実
験
仏
教
」
と
い
う
言
葉
は
︑
私
の
知
る
限
り
︑
宗
教
者
の
側

か
ら
認
め
ら
れ
た
客
観
性
の
あ
る
分
析
的
学
術
用
語
と
は
（
ま
だ
？
）
言
え

な
い
︒
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
こ
の
宗
教
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
創
価
学
会
︑
真
如

苑
︑
立
正
佼
成
会
と
い
っ
た
戦
後
の
「
成
功
し
た
」「
新
宗
教
」
を
外
し
て
し

ま
っ
て
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
新
宗
教
は
み
な
︑
仏
教
を
大
衆
向
け

に
仕
立
て
直
し
た
実
験
と
し
て
始
ま
っ
た
︒
ゆ
え
に
「
実
験
仏
教
」
を
今
日

の
「
伝
統
的
」
寺
院
と
僧
侶
に
か
ぎ
っ
た
の
で
は
小
手
先
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
堕
し
て
し
ま
い
︑
日
本
の
デ
ー
タ
か
ら
構
築
し
た
概
念
に
は
な
り
え

な
い
と
思
う
︒

　
最
後
に
︑
本
書
で
は
仏
教
の
実
験
と
個
人
的
に
関
わ
っ
た
神
道
の
神
官
二

人
に
つ
い
て
軽
く
触
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
神
道
に
つ
い
て
の
言
及
が
こ
の

程
度
で
は
︑
日
本
で
は
九
千
六
百
万
人
の
仏
教
徒
と
一
億
六
百
万
人
の
神
道

信
者
が
（
宗
教
組
織
は
信
者
の
数
を
多
め
に
申
告
す
る
）
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
お

り
︑
仏
教
と
神
道
の
機
能
分
離
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
︑
と
も
す
れ
ば

忘
れ
ら
れ
は
し
な
い
か
︒
日
本
の
仏
教
と
神
道
は
と
も
に
同
じ
問
題
に
直
面

し
て
い
る
︒
ど
な
た
か
「
実
験
神
道
」
の
本
を
書
い
て
は
い
か
が
？

＊ 
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