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山
梨
県
早
川
町
に
お
け
る
無
住
寺
院
の
実
態
と
檀
信
徒
の
対
応

─
山
梨
県
早
川
町
寺
院
調
査
の
中
間
報
告
─

中

　條

　曉

　仁

一

　「早
川
町
調
査
」
の
経
緯
と
調
査
の
手
法

　

現
代
宗
教
研
究
所
で
は
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
三
月
の
第
百
十
四
定
期
宗
会
で
示
さ
れ
た
宗
務
総
長
の
施
政
方
針
を
受
け
て
、
平

成
三
〇
年
度
か
ら
過
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
に
調
査
研
究
に
着
手
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
過
疎
地
域

が
近
い
将
来
の
我
が
国
が
直
面
す
る
人
口
減
少
・
高
齢
社
会
化
を
先
取
り
し
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
過
疎
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
問
題
認
識
で
も
あ
る
。

　

令
和
元
年
度
研
究
で
は
、
過
疎
化
が
逸
早
く
進
行
し
、
祖
山
の
お
ひ
ざ
も
と
で
も
あ
る
山
梨
県
早
川
町
を
対
象
に
、
住
職
（
専
任
や
代

務
）
や
檀
信
徒
に
対
し
て
「
訪
問
面
接
法
」
と
よ
ば
れ
る
調
査
手
法
を
採
用
し
、
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
統
計
デ
ー
タ
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
寺
院
や
地
域
社
会
の
実
情
を
確
認
し
、
関
係
者
か
ら
聞
き
取
る
こ
と
に
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

デ
ー
タ
（
情
報
）
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
具
体
的
な
調
査
は
、
寺
院
用
と
檀
信
徒
用
の
二
種
類
の
面
接
調
査
票
を
用
い
て
調
査
者

が
対
象
者
を
訪
問
し
、
話
を
聞
き
取
り
な
が
ら
調
査
票
に
記
入
し
て
い
っ
た
。

　

寺
院
調
査
で
は
、
代
務
住
職
を
対
象
と
し
、
現
宗
研
（
主
任
、
所
員
や
嘱
託
（
中
條
）
等
）
関
係
者
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

本
宗
教
師
が
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
で
、
調
査
票
の
項
目
に
限
ら
ず
、
よ
り
詳
細
に
実
情
の
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
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一
方
、
檀
信
徒
を
対
象
と
す
る
調
査
は
、
寺
院
調
査
と
は
異
な
り
、
調
査
者
が
教
師
で
あ
る
と
檀
信
徒
が
萎
縮
・
遠
慮
し
て
回
答
を
躊
躇

し
て
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
調
査
対
象
者
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、
現
宗
研
関
係
者
に
加
え
て
筆
者
の
研
究
室
に
所
属
す

る
静
岡
大
学
の
学
生
に
参
加
を
求
め
、
聞
き
取
り
調
査
に
あ
た
っ
た
。

　

こ
の
調
査
に
参
加
し
た
静
岡
大
学
の
学
生
は
、
地
元
静
岡
県
を
中
心
に
小
学
校
や
中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
員
を
志
望
す
る
学
生
で
あ

り
、
教
育
学
部
で
農
山
村
研
究
を
修
め
る
専
門
性
の
高
い
学
生
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
農
山
村
に
対
す
る
知
識
・
理
解
を
有
し
、
調
査
に

対
し
て
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
学
生
で
あ
る
た
め
、
今
回
の
調
査
者
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
。
実
際
に
、
檀
信
徒
世
帯
対

象
者
の
年
代
は
六
〇
〜
八
〇
歳
代
が
中
心
と
な
る
た
め
、
孫
世
代
に
あ
た
る
学
生
が
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
よ
り
率
直
な

回
答
を
得
る
一
助
と
な
っ
た
。

二

　早
川
町
調
査
の
問
題
意
識

　

現
代
の
過
疎
地
域
で
は
、
山
村
を
中
心
に
「
寺
院
問
題
」
が
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
寺
院
問
題
と

は
、
二
で
述
べ
る
よ
う
に
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、
寺
院
を
経
済
的
・
人
的
に
支
え
る
「
檀
家
」
が
域
外
に
転
出
し
減
少
す
る
こ

と
、
そ
れ
が
進
む
と
、
二
つ
目
に
寺
院
を
直
接
的
に
管
理
・
運
営
す
る
住
職
に
後
継
者
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
専
任
の
住
職
が
不
在
と
な

る
「
無
住
化
」
が
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
無
住
化
が
進
む
と
堂
宇
や
境
内
の
荒
廃
が
進
み
、
廃
寺
化
に
至
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

山
村
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
寺
院
問
題
が
生
じ
る
基
礎
的
要
因
と
し
て
、
檀
家
の
域
外
流
出
が
挙
げ
ら
れ
る
。
檀
家
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

る
家
族
が
、
山
村
か
ら
都
市
へ
転
出
す
る
な
ど
空
間
的
に
分
散
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
檀
家
が
寺
院
を
支
え
る
と
い
う
定
住
型
シ
ス

テ
ム
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
従
来
の
関
係
性
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
報
告
の
目
的
は
、
現
代
の
過
疎
山
村
で
生
じ
て
い
る
檀
家
家
族
の
空
間
的
分
散
居
住
の
広
域
化
、
す
な
わ
ち
老
親
が
地
元
に
残
留
し
、

子
ど
も
が
域
外
へ
転
出
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
一
般
化
し
て
い
る
な
か
で
、
寺
院
が
無
住
化
し
て
い
る
実
態
と
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の

03-01　中條.indd   88 2020/07/01   8:19



89 山梨県早川町における無住寺院の実態と檀信徒の対応（中條）

地
域
的
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
重
要
と
な
る
の
は
、
檀
家
家
族
の
対
応
と
専
任
住
職
の
家
族
で
あ
る
「
寺
族
」

の
対
応
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
檀
家
家
族
の
対
応
に
つ
い
て
、
高
齢
期
に
あ
っ
て
地
元
に
定
住
す
る
老
親
は
寺
院
と
檀
家
と
の
関
係

（
以
下
、「
寺
檀
関
係
」）
を
維
持
す
る
が
、
域
外
に
転
出
し
た
子
ど
も
（
以
下
、「
他
出
子
」）
は
果
た
し
て
ど
う
対
応
す
る
の
か
を
検
討

す
る
。
そ
の
一
方
、
寺
族
は
檀
家
の
空
間
的
分
散
や
そ
れ
に
伴
う
檀
家
数
の
減
少
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
現
状
と

し
て
住
職
後
継
者
が
得
ら
れ
ず
に
無
住
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
な
が
ら
そ
の
要
因
を
考
え
る
。

三

　過
疎
山
村
に
お
け
る
寺
院
問
題
の
整
理

　

こ
こ
で
過
疎
山
村
に
お
け
る
寺
院
が
、
直
面
し
て
い
る
「
寺
院
問
題
」
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
過
疎
山
村
の
地
域
的
変
化
に

対
し
て
寺
院
や
檀
家
家
族
が
対
応
し
た
結
果
、
寺
院
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
整
理
し
て
み
る
と
、
寺
院
問

題
は
第
一
段
階
の
「
檀
家
数
の
減
少
」、
第
二
段
階
の
「
寺
院
の
無
住
化
」、
第
三
段
階
の
「
廃
寺
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
と
想
定
で

き
る
。

　

第
一
段
階
は
、
寺
院
が
檀
家
家
族
の
域
外
へ
の
転
出
や
集
落
の
人
口
や
世
帯
数
の
小
規
模
・
高
齢
化
に
伴
う
寺
檀
関
係
の
消
滅
と
檀
家

数
の
消
滅
に
直
面
す
る
時
期
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
、
寺
院
の
無
住
化
で
、
檀
家
数
の
減
少
が
寺
族
の
生
計
を
支
え
ら
れ
な
い
事
態
を
生

じ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
寺
族
に
よ
る
住
職
の
継
承
が
進
ま
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
住
職
の
後
継
者
が
得
ら
れ
な
く
な
る
時
期
で
あ
る
。

ま
た
、
無
住
化
に
よ
り
堂
宇
や
庫
裏
も
放
置
さ
れ
る
事
態
と
な
る
。
第
三
段
階
は
堂
宇
や
庫
裏
が
倒
壊
し
は
じ
め
境
内
が
荒
廃
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
青
空
寺
院
」
と
化
す
る
状
態
で
あ
る
。
山
村
な
ど
現
在
の
過
疎
地
域
で
は
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
に
あ
る
寺
院
が
相
当
数
に

上
る
と
推
測
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
専
任
住
職
が
不
在
と
な
っ
て
い
る
無
住
寺
院
は
、
檀
家
家
族
の
空
間
的
分
散
の
所
産
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
後
継
者
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
形
で
も
そ
れ
を
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
と
い
え
る
。
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四

　寺
院
の
無
住
化
と
そ
の
地
域
的
要
因

（
一
）
檀
家
側
の
要
因

　

無
住
化
と
い
う
専
任
の
住
職
が
不
在
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
地
元
在
住
檀
家
の
高
齢
化
と
減
少
が
あ
る
。
他
出
子
が
い
て
も
寺
檀
関
係

が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
檀
家
数
が
減
少
し
、
そ
れ
が
寺
院
の
無
住
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
他
出
子
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
継
承
や
仏
事
へ
の
関
与
、
あ
る
い
は
墓
の
継
承
に
関
す
る
老
親
の
意
向
を
聞
き
取
っ
た
と
こ
ろ
、

他
出
子
の
居
住
地
域
に
よ
っ
て
地
域
的
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
実
家
へ
の
日
帰
り
で
の
帰
省
が
容
易
な
地
域

（
乗
用
車
で
片
道
一
〜
二
時
間
圏
）
に
居
住
す
る
他
出
子
の
い
る
檀
家
で
は
、
寺
院
と
の
関
係
を
継
承
さ
せ
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。
特

に
、
そ
の
圏
域
に
長
男
が
居
住
す
る
場
合
、
彼
ら
に
継
承
さ
せ
た
い
と
い
う
意
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
他
出
子
に
よ
る
仏
事
へ
の
関
与

を
み
て
も
、
こ
の
圏
域
に
居
住
す
る
他
出
子
は
き
ょ
う
だ
い
関
係
に
関
わ
り
な
く
家
族
や
集
落
住
民
の
葬
儀
、
親
族
の
法
事
や
墓
参
り
な

ど
に
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
乗
用
車
で
一
〜
二
時
間
圏
を
超
え
て
く
る
と
長
男
で
あ
っ
て
も
寺
院
と
の
関
係
構
築
意
識

が
低
下
し
て
お
り
、
潜
在
的
に
檀
家
減
少
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
二
）
寺
院
側
の
要
因

　

寺
院
側
の
要
因
に
つ
い
て
、
無
住
化
前
の
住
職
や
そ
の
家
族
の
現
在
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
後
継
者
と
目

さ
れ
た
長
男
た
ち
は
地
元
か
ら
転
出
し
、
住
職
を
継
承
す
る
こ
と
な
く
僧
侶
以
外
の
職
に
従
事
し
て
い
た
。
大
学
等
の
在
学
期
に
教
師
資

格
を
取
得
し
て
い
な
い
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、
早
い
段
階
で
住
職
継
承
の
意
思
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
こ
の
要
因

に
は
、
檀
信
徒
の
減
少
に
よ
り
自
ら
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
兼
職
し
よ
う
と
す
る
も
、
当
該
地
域
の
労
働
市
場
が
縮
小
し
て
適
当
な
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職
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
や
住
職
と
の
兼
職
が
制
限
さ
れ
て
い
る
職
種
も
あ
る
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
兼
職
で
き
な
い
実
態
の
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
兼
職
環
境
ば
か
り
で
な
く
寺
族
内
で
の
住
職
継
承
の
意
識
も
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
住
職
の
子
弟
に
男

子
が
い
な
い
寺
院
に
お
い
て
後
継
者
確
保
の
動
き
は
見
ら
れ
ず
、
寺
族
は
当
該
寺
院
か
ら
転
居
し
無
住
と
な
っ
て
い
た
。
宗
派
間
の
比
較

を
行
う
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
古
く
か
ら
住
職
の
世
襲
が
確
立
さ
れ
て
き
た
浄
土
真
宗
で
は
、
檀
家
数
の
減
少
に
直
面
し
て
い
て
も
後
継

者
を
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、
無
住
寺
院
が
相
対
的
に
少
な
い
。
宗
派
間
に
お
け
る
制
度
や
価
値

観
の
相
違
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

五

　檀
家
に
よ
る
寺
院
の
無
住
化
へ
の
対
応

　

無
住
化
し
た
寺
院
に
お
い
て
、
檀
家
に
当
該
寺
院
そ
の
も
の
の
存
続
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
存
続
を
希
望

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
現
在
、
寺
院
を
直
接
支
え
る
檀
信
徒
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
調
査
で
は
寺
院
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、
専
任
住
職
の
確
保
が
望
め
な
い
寺
院
で
は
、
堂
宇
を
集
会
所
と
し
て
集
落
の
寄

合
等
に
利
活
用
し
て
維
持
し
て
い
る
例
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
代
務
住
職
（
専
任
住
職
の
代
理
）
が
高
齢
で
か
つ
本
務
寺
院
か
ら
遠
距
離
の

た
め
に
な
か
な
か
通
え
な
い
寺
院
で
は
、
八
月
の
施
餓
鬼
法
要
や
春
秋
の
彼
岸
法
要
で
檀
家
総
代
が
読
経
の
音
声
を
流
し
て
導
師
を
勤
め

る
な
ど
し
て
菩
提
寺
で
の
年
中
行
事
を
守
っ
て
い
る
例
も
あ
っ
た
。

六

　現
代
山
村
に
お
け
る
寺
院
の
無
住
化
を
考
え
る

　

現
代
山
村
に
お
け
る
寺
院
の
無
住
化
は
、
檀
家
家
族
の
空
間
的
分
散
居
住
の
み
な
ら
ず
、
寺
族
側
の
対
応
も
そ
れ
に
複
合
し
て
生
じ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
無
住
化
が
直
ち
に
廃
寺
に
至
る
わ
け
で
は
な
く
、
代
務
住
職
の
関
与
を
得
な
が
ら
現
状
を
維
持
し
て
い
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る
。
寺
院
は
か
つ
て
の
地
域
社
会
の
セ
ン
タ
ー
的
公
益
的
機
能
を
低
減
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
先
祖
祭
祀
や
葬
送
儀
礼
を
通
じ
て
、
地

域
住
民
の
重
要
な
生
活
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
集
落
維
持
に
寄
与
し
て
い
る
。
同
時
に
、
他
出
子
や
他
出
者
、
孫
世

代
な
ど
の
「
関
係
人
口
」
を
取
り
結
ぶ
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
地
域
社
会
や
親
族
関
係
の
結
節
が
減
少
し
て
い
る
過
疎
山

村
に
お
い
て
、
寺
院
は
数
少
な
い
結
節
点
と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
る
。
寺
院
の
無
住
化
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
本
来
の

機
能
を
維
持
し
て
い
る
事
実
に
目
を
向
け
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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