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◇
は
じ
め
に

　

教
団
教
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
員
と
し
て
、
禅
宗
で
い
う
と
こ
ろ
の
師
家
制
度
な
ど
の
伝
統
的
な
あ
り
方
に
模
し
て
、
本
宗
の
伝
統
的

な
法
器
養
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
そ
こ
で
ま
ず
始
め
に
着
手
し
た
の
が
、
日
蓮
宗
の
近
現
代
史
的
な
考
察
を
可
能
に
す

る
明
治
時
代
の
詳
細
な
歴
史
年
表
の
作
製
で
あ
っ
た
。
各
門
流
に
設
置
さ
れ
て
い
た
檀
林
な
ど
の
法
器
養
成
機
関
の
変
遷
は
、
日
蓮
教
団

の
生
成
過
程
と
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ず
。
さ
ら
に
そ
の
生
成
過
程
は
、
明
治
政
府
が
制
定
し
た
各
種
の
行
政
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
図
で
は
じ
め
た
年
表
作
製
は
、
そ
の
過
程
で
思
わ
ぬ
展
開
を
見
せ
た
。
そ
の
時
代
に
施
行
さ
れ
た
法
令
は
、

現
在
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
単
な
る
歴
史
的
な
事
実
を
示
す
文
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
そ
こ
で

施
行
さ
れ
た
法
令
は
水
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
石
の
如
く
、
そ
の
波
紋
に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
現
実
的
な
転
換
を
迫
ら
れ
た
事
実
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
事
実
は
法
令
発
布
と
そ
の
波
紋
を
時
系
列
で
並
べ
る
と
一
目
瞭
然
で
、
歴
史
年
表
は
現
代
の
私
た
ち
に
、
伝
統
仏
教
が
変
節
し
て

き
た
経
緯
を
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
変
節
の
過
程
が
明
治
維
新
か
ら
現
代
ま
で
一
四
〇
年
と
い
う
長
い
時
間

研
究
・
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

明
治
時
代
の
歴
史
年
表
か
ら
読
み
と
る
日
本
の
仏
教
文
化
の
変
化
に
つ
い
て

　
　
　

│
日
蓮
宗
に
見
る
教
団
か
ら
宗
団
へ
の
過
程
に
つ
い
て
│

 

　

影　

山　

教　

俊
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を
か
け
て
、
ま
た
私
た
ち
自
身
が
そ
の
波
紋
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
今
ま
で
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
変
節
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ど
う
変
節
し
た
か
を
要
約
し
て
お
こ
う
。﹇
１　

仏
教
文
化
の
断
絶
は
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
幕
が
開
い
た
﹈
で
は
、
私
た
ち
は
神
仏
混

淆
の
仏
教
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
日
本
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
、
日
本
仏
教
は
天
皇
家
が
仏
教
に
帰
依
し
て
以
来
、
神
仏
習
合
の

仏
教
だ
っ
た
が
禁
止
さ
れ
た
（
神
仏
判
然
令
）。
さ
ら
に
﹇
２　

寺
院
社
会
の
経
済
的
危
機
と
葬
式
仏
教
﹈
で
は
、
そ
れ
ま
で
寺
院
社
会

が
果
た
し
て
い
た
「
戸
籍
（
寺
請
）・
学
校
（
寺
子
屋
）・
法
要
」
の
三
つ
の
機
能
の
中
で
、
葬
儀
法
要
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
理
由
は
、
戸
籍
を
削
除
す
る
た
め
に
き
ち
ん
と
葬
儀
法
要
を
営
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
（
葬
儀
埋
葬
法
な
ど
）。

　

ま
た
﹇
３　

仏
教
の
宗
教
的
な
崩
壊
が
は
じ
ま
る
﹈
で
は
、「
肉
食
、
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
」
と
八
〇
〇
年
続
い
た
僧
尼
令
が
廃
止
さ

れ
、
僧
侶
が
肉
食
・
妻
帯
・
蓄
髪
お
よ
び
法
要
以
外
で
の
平
服
着
用
を
公
然
と
行
う
こ
と
で
、
僧
侶
の
宗
教
的
権
威
が
失
墜
し
職
能
化
し

た
（
太
政
官
の
布
告
）。﹇
４　

寺
院
社
会
の
解
体
が
は
じ
ま
る
﹈
で
は
、
こ
の
時
期
に
各
宗
派
が
宗
派
と
し
て
統
一
さ
れ
、
一
宗
派
名
を

名
乗
っ
て
纏
ま
る
よ
う
に
統
制
が
掛
け
ら
れ
、
日
蓮
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・
禅
宗
・
時
宗
・
真
宗
の
七
宗
が
一
宗
派
と
し
て

成
立
す
る
（
神
仏
合
併
大
教
院
設
立
）。
さ
ら
に
﹇
５　

仏
教
の
学
問
的
な
再
編
成
が
始
ま
る
﹈
で
は
、
各
宗
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
門
流
で

運
営
し
て
い
た
僧
院
の
学
問
所
（
檀
林
）
が
廃
止
さ
れ
、
各
宗
派
で
統
一
さ
れ
た
教
育
機
関
（
現
在
の
大
学
制
度
の
前
身
）
で
行
う
よ
う

に
な
る
（
各
宗
派
別
大
教
院
制
度
発
足
）。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
か
ら
、
と
く
に
﹇
６　

伝
統
教
団
に
お
け
る
伝
統
に
つ
い
て
﹈
で
は
、
日
蓮
宗
で
は
宗
務
行
政
（
機
関
）
が
宗

務
執
行
し
、
現
在
で
は
本
山
貫
主
職
ま
で
も
含
め
、
宗
務
役
職
の
任
免
権
を
担
っ
て
い
る
。
本
山
と
末
寺
の
関
係
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
僧

院
仏
教
と
し
て
の
伝
承
ご
と
に
支
え
ら
れ
た
日
蓮
教
団
か
ら
、
行
政
的
な
枠
組
み
に
よ
る
日
蓮
宗
団
と
な
っ
た
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
三

日
新
宗
教
法
人
法
発
布
）。

　

さ
ら
に
﹇
７　

明
治
時
代
以
前
に
僧
侶
や
寺
院
は
何
を
し
て
い
た
か
﹈、﹇
８　

養
生
医
療
を
禁
じ
た
「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
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厭
・
祈
祷
の
取
締
」
の
弊
害
に
つ
い
て
﹈
で
は
、
現
代
の
仏
教
で
は
、
こ
の
人
生
航
路
に
お
い
て
生
死
の
大
海
を
ど
う
渡
る
か
と
い
う
、

宗
教
的
な
機
能
面
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
治
維
新
直
後
の
廃
仏
毀
釈
に
加
え
て
、
幕
藩
体
制
を
支
え
た

仏
教
文
化
と
一
緒
に
、
仏
教
寺
院
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
養
生
医
療
（
和
漢
方
な
ど
）
も
払
拭
す
る
た
め
、
治
療
医
学
と
し
て
の
西
洋
医

学
を
導
入
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
寺
社
に
お
け
る
医
薬
の
販
売
（
施
薬
）、
医
療
行
為
（
施
療
）
が
禁
じ
ら
れ
、
僧
侶

が
医
療
に
関
わ
れ
な
く
な
っ
た
（「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
（
ま
じ
な
い
）・
祈
祷
（
お
は
ら
い
）
の
取
締
」
の
実
施
）。

　

こ
こ
に
歴
史
年
表
を
作
製
す
る
過
程
で
見
え
て
き
た
、
大
き
く
言
え
ば
日
本
の
仏
教
文
化
の
断
絶
の
過
程
、
日
蓮
宗
に
あ
っ
て
は
教
団

か
ら
宗
団
へ
と
変
貌
す
る
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
報
告
す
る
。
こ
の
報
告
が
現
代
の
仏
教
教
団
の
包
含
す
る
諸
問
題
解
決
の
端
緒
に
な
る

こ
と
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
。（
こ
こ
で
用
い
る
日
月
は
明
治
五
年
十
二
月
二
日
ま
で
は
太
陰
暦
で
あ
る
）

１　

仏
教
文
化
の
断
絶
は
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
幕
が
開
い
た

　

仏
教
文
化
の
断
絶
は
、
周
知
の
よ
う
に
廃
仏
毀
釈
（
は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く
）
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
高
校
生
時
代
の
日
本
史
の
授
業
を

思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
明
治
維
新
と
は
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
か
ら
始
ま
る
将
軍
徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
還
（
政
権
を
朝
廷
へ
返
上
す

る
）、
明
治
天
皇
の
王
政
復
古
（
君
主
政
治
体
制
）
の
宣
言
、
江
戸
幕
府
の
倒
壊
、
明
治
新
政
府
成
立
（
明
治
元
年
・
一
八
六
八
）
に
到

る
一
連
の
統
一
国
家
形
成
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
徳
川
か
ら
朝
廷
へ
と
政
権
が
移
行
す
る
過
程
だ
が
、
実
質
上
は
封
建
制
か
ら
国
家
統
一

と
資
本
制
へ
の
移
行
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
の
日
本
国
家
へ
の
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
徳
川
か
ら
朝
廷
へ
と
政
権
が
移
行
す
る
中
で
、
そ
れ
ま
で
幕
藩
体
制
の
要
で
あ
っ
た
寺
社
奉
行
管
轄
の
仏
教
寺
院
は
、
寺
請
制
度

（
て
ら
う
け
せ
い
ど
）
に
よ
っ
て
庶
民
の
戸
籍
を
管
理
し
、
宗
門
人
別
（
し
ゅ
う
も
ん
に
ん
べ
つ
）
に
よ
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
布
教
拡
大

を
阻
止
す
る
な
ど
、
そ
の
体
制
維
持
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
時
代
の
仏
教
は
、
奈
良
時
代
に
始
ま
る
神
仏
習
合
（
し
ん

ぶ
つ
し
ゅ
ご
う
）
の
仏
教
で
、
日
本
固
有
の
神
々
の
信
仰
と
仏
教
信
仰
が
折
衷
さ
れ
た
仏
教
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
こ
そ
神
宮
寺
と
い
う

15　影山-1.indd   26115　影山-1.indd   261 10.6.4   2:37:06 PM10.6.4   2:37:06 PM



現代宗教研究　第43号（2009.3）　　262

名
前
が
物
語
る
よ
う
に
、
僧
侶
が
八
幡
大
菩
薩
（
八
幡
神
）
や
熊
野
権
現
（
熊
野
大
神
）
な
ど
を
勧
請
し
、
祝
詞
（
の
り
と
）
で
は
な
く

経
典
を
読
誦
し
、
祈
願
回
向
ま
で
し
て
い
た
。
と
く
に
大
国
主
命
（
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と
）
を
大
国
天
（
だ
い
こ
く
て
ん
）
と
呼
称

し
、
大
黒
天
と
し
て
七
福
神
の
一
つ
の
民
間
信
仰
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
八
世
紀
の
奈
良
時

代
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
日
本
の
仏
教
文
化
は
、
日
本
人
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
政
奉
還
そ
し
て
王
政
復
古

を
実
現
さ
せ
る
た
め
明
治
政
府
は
神
仏
分
離
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
日
本
人
は
、
こ
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
後
年
ど
れ
ほ
ど
の
文
化
的
な
犠
牲
を
払
わ
さ
れ
る
か
、
誰
も
気
づ
い
て

い
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
日
本
が
仏
教
国
で
あ
る
由
縁
は
、
仏
教
は
国
を
挙
げ
て
信
仰
さ
れ
、
日
本
社
会
の
文
化
的
は
発
展
と
維
持

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
中
心
に
天
皇
を
頂
点
と
す
る
皇
族
や
貴
族
階
級
が
あ
り
、
日
本
仏
教
は
彼

ら
の
時
代
を
超
え
た
篤
い
信
仰
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
の
信
仰
の
あ
り
方
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
第
三
十
一
代
の
用
明
天
皇
、
聖
徳
太
子
以
来
、
歴
代
の
天
皇
や
上

皇
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
仏
教
と
天
皇
の
関
係
は
不
可
分
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
聖
武
天
皇
が
深
く
仏
教
に
帰
依
し
た
背
景
に
は
、

天
平
年
間
に
災
害
や
疫
病
（
天
然
痘
）
が
多
発
し
た
事
実
が
あ
る
。
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
は
国
分
寺
建
立
の
詔
（
み
こ
と
の
り
）

を
出
し
、
そ
の
二
年
後
（
七
四
三
）
に
は
東
大
寺
大
仏
の
建
立
の
詔
を
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
聖
武
天
皇
は
光
明
皇
后
を
伴
っ
て
私
度
僧

（
官
許
を
得
ず
の
得
度
）
と
な
っ
た
た
め
朝
廷
か
ら
弾
劾
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
大
僧
正
と
な
っ
た
行
基
（
六
六
八
〜
七
四
九
）
か
ら
菩

薩
戒
を
授
け
ら
れ
る
と
、
皇
位
を
娘
の
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙
天
皇
）
に
譲
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
こ
の
孝
謙
天
皇
は
自
ら
を
「
三
宝
の

奴
」
と
称
す
る
ほ
ど
仏
教
に
帰
依
し
朝
廷
に
独
断
で
出
家
し
た
た
め
、
そ
れ
を
受
け
た
朝
廷
が
慌
て
て
退
位
の
手
続
を
取
っ
て
、
初
の
男

性
の
太
上
天
皇
が
誕
生
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
孝
謙
天
皇
は
鑑
真
和
上
か
ら
正
式
に
受
戒
さ
れ
（
七
五
三
）、
僧
形
を
崩
さ
な
か
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
天
皇
は
深
く
仏
教
に
帰
依
し
日
本
の
仏
教
文
化
を
担
っ
て
き
た
が
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
大
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政
奉
還
、
そ
し
て
王
政
復
古
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
、
神
仏
分
離
が
招
く
罪
過
を
顧
み
る
こ
と
な
く
行
政
的
手
腕
に
よ
っ
て
大
鉈
を
振
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
治
政
府
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
三
日
に
祭
政
一
致
に
よ
る
王
政
復
古
の
象
徴
と
し
て
神
祇
官
（
神
社

の
元
締
め
）
再
興
を
布
告
し
、
仏
教
弾
圧
の
旗
印
と
し
た
。

　

そ
の
仏
教
弾
圧
の
あ
り
さ
ま
を
詳
細
に
追
え
ば
、
そ
の
翌
日
十
四
日
に
明
治
天
皇
が
五
箇
条
の
誓
文
を
宣
布
し
、
と
く
に
神
仏
判
然

（
神
仏
を
明
瞭
に
分
け
る
）
の
令
に
よ
っ
て
神
仏
混
淆
（
し
ん
ぶ
つ
こ
ん
こ
う
）
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
新
政
府
は
十
七
日
に
神
宮
寺
な

ど
神
仏
習
合
す
る
神
社
の
僧
侶
（
社
僧
）
並
び
に
別
当
（
社
僧
代
理
）
に
還
俗
（
一
度
出
家
し
た
も
の
が
、
再
び
俗
人
に
か
え
る
こ
と
）

を
命
令
し
て
い
る
。

　

加
え
て
二
十
八
日
に
は
最
後
の
だ
め
押
し
と
ば
か
り
に
神
仏
分
離
令
を
発
布
し
、
神
社
が
菩
薩
・
権
現
・
天
王
な
ど
の
仏
語
を
神
号

（
神
祇
の
別
名
）
と
す
る
こ
と
、
並
び
に
仏
像
を
神
体
と
す
る
こ
と
ま
で
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
仏
分
離
令
は
、
廃
仏

段
釈
（
仏
法
を
廃
し
釈
尊
の
教
え
を
棄
却
す
る
こ
と
）
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
中
央
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
神
仏

判
然
令
は
、
地
方
役
人
に
は
仏
教
排
撃
と
受
取
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
全
国
各
地
の
神
社
で
は
、
一
般
庶
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
仏
教
関

係
の
物
件
が
破
壊
除
去
さ
れ
、
地
域
ご
と
の
仏
教
寺
院
を
宗
派
ご
と
に
合
寺
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
、
神
仏
判
然
令
は
廃
仏
毀
釈
の
運
動
と
し

て
全
国
を
席
巻
し
始
め
た
。
こ
の
時
点
で
新
政
府
の
指
導
者
た
ち
が
抱
い
て
い
た
敬
神
排
仏
は
、
廃
仏
毀
釈
の
方
針
で
伊
勢
神
道
を
頂
点

と
す
る
神
道
国
教
化
政
策
の
思
惑
と
し
て
ほ
ぼ
具
体
化
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
明
治
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
、
慶
応
四
年
九
月
八
日
に
は
改
元
さ
れ
て
明
治
時
代
に
な
る
と
、
神
道
国
教
化
政
策
が
起
動
し
始

め
る
。
そ
の
十
月
十
八
日
に
は
日
蓮
門
下
の
諸
本
山
に
三
十
番
神
（
一
ヶ
月
を
三
十
日
間
、
交
代
で
守
護
す
る
と
さ
れ
る
三
十
の
神
々
）

な
ど
の
神
祇
称
号
混
用
禁
止
が
布
達
さ
れ
る
。
と
く
に
日
蓮
宗
関
連
で
は
三
十
番
神
配
嗣
、
日
蓮
聖
人
の
染
筆
に
な
る
ご
本
尊
の
曼
荼
羅

中
へ
の
天
照
大
神
・
八
幡
大
神
の
勧
請
、
経
帷
子
（
き
ょ
う
か
た
び
ら
）
へ
の
神
号
使
用
ま
で
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
六
月
二
十
九
日
に
は
、
東
京
九
段
に
明
治
維
新
達
成
の
た
め
犠
牲
に
な
っ
た
三
千
五
百
八
十
八
柱
を
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招
魂
社
と
し
て
配
っ
た
。
こ
れ
が
後
の
靖
国
神
社
で
あ
る
。
さ
ら
に
七
月
に
な
る
と
、
祭
政
一
致
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
、
官
制
（
行
政
機

関
）
の
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
、
神
祇
官
・
太
政
官
の
二
官
を
お
き
、
そ
の
専
門
職
と
し
て
宣
教
使
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
神
祇
官
（
神

社
の
元
締
め
）
を
独
立
さ
せ
、
神
祇
官
を
太
政
官
（
国
政
統
括
の
最
高
機
関
）
の
上
に
置
き
、
民
部
省
（
地
方
行
政
な
ど
を
管
理
）
に
寺

院
寮
を
設
け
る
な
ど
し
て
仏
教
寺
院
に
対
す
る
管
理
監
督
の
徹
底
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

寺
院
社
会
の
経
済
的
危
機
と
葬
式
仏
教

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
一
月
五
日
に
な
る
と
、
社
寺
領
上
地
令
（
社
寺
領
の
国
有
地
化
）
が
布
告
さ
れ
、
寺
院
社
会
に
対
す
る
徹

底
的
な
弾
圧
が
開
始
さ
れ
る
。
社
寺
上
地
と
は
寺
社
の
境
内
を
除
く
社
寺
領
の
国
有
地
化
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
上
地
に
従
う
見
返
り
と

し
て
社
寺
に
は
わ
ず
ば
か
り
の
蔵
米
（
公
的
な
供
米
）
が
支
給
さ
れ
た
が
、
寺
院
社
会
は
経
済
的
に
大
打
撃
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

　

じ
つ
は
こ
の
上
地
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
は
こ
れ
ま
で
寺
社
奉
行
管
轄
で
公
的
に
機
能
し
て
い
た
寺
請
制
度
（
戸
籍
）・
宗
門
人
別

（
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
で
は
な
い
と
い
う
証
明
）
な
ど
の
行
政
権
の
剥
奪
を
目
論
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
四
月
四
日
の
「
戸
籍
法
改
正
」
に

よ
っ
て
、
そ
れ
は
現
実
の
も
の
と
な
り
寺
請
制
度
・
宗
門
人
別
帳
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
寺
院
社
会
が
果
た
し
て
い
た
「
戸
籍
（
寺

請
）・
学
校
（
寺
子
屋
）・
法
要
」
の
三
つ
の
機
能
の
中
で
、
も
っ
と
も
公
的
で
あ
っ
た
戸
籍
が
取
り
あ
げ
ら
れ
寺
院
社
会
は
大
混
乱
に
陥

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
混
乱
の
さ
な
か
、
十
月
に
「
葬
儀
埋
葬
法
」
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
（
明
治
五
年
）
六
月
に
な
る
と
、

太
政
官
は
そ
れ
ま
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
行
わ
れ
て
い
た
庶
民
の
葬
儀
（
自
葬
）
を
禁
止
し
、
必
ず
神
官
・
僧
侶
に
依
頼
す
る

よ
う
布
告
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
戸
籍
を
削
除
す
る
た
め
に
き
ち
ん
と
葬
儀
法
要
を
営
み
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
以
降
神

官
や
僧
侶
に
よ
る
葬
儀
法
要
が
一
般
化
し
、
寺
院
社
会
の
経
済
基
盤
は
葬
儀
法
要
の
施
収
入
に
大
き
く
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

上
地
令
に
よ
る
寺
院
社
会
の
経
済
的
危
機
に
救
い
の
道
が
与
え
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
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現
代
の
仏
教
は
葬
儀
法
要
を
大
変
重
要
視
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
ま
で
日
本
の
葬
送
儀
礼
は
死
と
い
う
忌
む
も
の
は
秘
め
た
る

も
の
と
し
て
、
夜
に
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
埋
葬
は
ほ
と
ん
ど
が
座
棺
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
葬
儀

に
関
わ
る
業
者
は
と
い
え
ば
座
棺
の
製
作
を
一
手
に
担
っ
て
い
た
桶
屋
の
み
で
あ
っ
た
。
落
語
な
ど
で
「
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
儲
か
る
」

と
い
う
の
は
、
流
行
病
で
多
く
の
人
が
死
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
葬
儀
埋
葬
法
が
制
定
さ
れ
自
葬
が
禁
じ
ら
れ
僧
侶
神
官

へ
の
依
頼
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
、
富
裕
層
の
商
人
た
ち
の
営
む
葬
儀
は
大
掛
か
り
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

と
く
に
明
治
民
法
で
は
祭
祀
財
産
を
家
督
相
続
の
特
権
と
し
た
た
め
、「
家
」
に
所
属
す
る
人
々
は
、
家
督
を
受
け
継
い
だ
家
長
を

「
家
」
の
統
率
者
と
し
て
中
心
に
据
え
、
そ
の
保
護
を
受
け
る
と
同
時
に
、
祖
先
を
祭
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
家
長
を
中
心
と
し
た

「
家
」
の
共
同
性
を
強
調
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
法
の
制
定
を
背
景
に
葬
列
は
夜
か
ら
昼
間
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ

ら
に
町
中
を
練
り
歩
く
よ
う
に
な
っ
て
、
葬
送
に
直
接
関
係
し
な
い
人
ま
で
も
葬
儀
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
結
果
と
し
て
都
市
部
で
は
、

地
縁
共
同
体
と
は
別
に
営
利
を
目
的
と
す
る
葬
祭
業
者
ま
で
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
家
庭
用
の
仏
壇
を
は
じ
め
、
花
車
・
位
牌
輿

な
ど
も
、
こ
の
時
期
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
ま
で
の
寺
請
制
度
を
基
調
と
す
る
檀
家
制
度
か
ら
、
明
治
維
新
後
の
檀
家
制
度
は
「
家
」
を
中
心
と
す
る
祭

祀
相
続
の
葬
儀
法
要
を
基
調
と
す
る
檀
家
制
度
へ
、
葬
式
仏
教
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
代
の
寺
院
社
会
で
は
「
寺
離

れ
・
僧
侶
離
れ
・
檀
家
離
れ
」
を
三
離
れ
現
象
な
ど
と
称
し
、
そ
れ
は
現
代
人
の
宗
教
心
の
希
薄
化
の
証
な
ど
と
嘯
（
う
そ
ぶ
）
い
て
い

る
が
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
檀
家
制
度
の
な
り
立
ち
と
社
会
的
な
変
化
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

３　

仏
教
の
宗
教
的
な
崩
壊
が
は
じ
ま
る

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
は
、
仏
教
の
宗
教
的
な
崩
壊
が
始
ま
っ
た
特
記
す
べ
き
年
度
で
あ
る
。
明
治
天
皇
の
王
政
復
古
は
祭
政
一
致

の
国
是
（
国
家
の
方
針
）
と
な
り
、
一
方
で
神
仏
分
離
の
令
達
は
仏
教
軽
視
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
神
仏
判
然
は
廃
仏
毀
釈
へ
と
繋
が
っ
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て
仏
教
は
失
意
の
中
に
落
ち
た
。
徳
川
時
代
に
は
幕
藩
体
制
の
要
に
あ
っ
た
仏
教
に
は
特
権
が
与
え
ら
れ
保
護
さ
れ
て
い
た
た
め
、
幕
藩

体
制
が
崩
れ
る
と
寺
院
社
会
は
自
ら
何
ら
な
す
と
こ
ろ
が
な
く
無
為
無
策
の
状
態
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
新
政
府
は
こ

れ
ま
で
布
石
し
て
き
た
行
政
的
な
手
腕
を
発
揮
し
て
、
仏
教
の
宗
教
的
な
崩
壊
を
現
実
の
も
の
に
し
始
め
た
。

　

ま
ず
三
月
二
十
七
日
に
は
神
社
仏
閣
の
地
で
守
ら
れ
て
い
た
「
女
人
禁
制
」
を
廃
止
す
る
。
さ
ら
に
四
月
二
十
五
日
に
は
太
政
官
は

「
自
今
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
は
勝
手
た
る
べ
き
事
、
但
し
法
要
の
他
は
、
人
民
一
般
の
服
を
着
用
し
て
苦
し
か
ら
ず
」
と
布
告
す
る
。
世
に

言
う
「
肉
食
、
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
」
で
あ
る
。
僧
侶
に
肉
食
・
妻
帯
・
蓄
髪
お
よ
び
法
要
以
外
で
の
平
服
着
用
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
言
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
太
政
官
布
告
は
、
国
家
が
僧
侶
の
破
戒
行
為
を
国
法
で
処
罰
し
な
い
と

言
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
敢
え
て
奨
励
し
強
要
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
僧
侶
の
戒
律
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
は
僧
侶
が
自
分
自
身
の
意
思
で
自
発
的
に
堅
く
守
ら
れ
る

べ
き
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
僧
侶
と
な
る
べ
き
程
の
も
の
は
、
は
じ
め
か
ら
十
分
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
身
を
そ
の
社
会
に
投
じ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
世
間
的
な
在
家
者
と
対
比
す
る
形
で
出
家
者
と
し
て
社
会
的
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
き
の
「
肉
食
、
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
」
は
、
僧
尼
令
（
養
老
二
年
・
七
一
八
）
の
公
的
な
禁
を
解
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
僧
尼
令
で

は
、
僧
尼
の
飲
酒
、
肉
食
、
五
辛
を
服
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
を
犯
す
と
三
〇
日
の
苦
役
（
強
制
労
働
）
で
あ
り
、
薬
と
し
て
用
い
る

場
合
で
も
三
日
間
が
限
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
飲
酒
し
他
人
と
争
っ
た
り
、
暴
力
沙
汰
に
な
れ
ば
、
還
俗
と
い
う
制
裁
が
あ
っ
た
。
と

く
に
男
女
間
で
は
取
り
締
ま
り
が
厳
し
く
、「
僧
坊
に
婦
女
を
留
め
、
尼
房
に
男
夫
を
置
く
こ
と
を
許
さ
ず
」
と
い
い
、
こ
れ
に
背
い
て

一
宿
以
上
泊
め
た
場
合
は
十
日
間
の
苦
役
、
五
日
以
上
の
場
合
は
三
〇
日
、
十
日
以
上
は
百
日
間
の
苦
役
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
僧
尼
が

交
わ
り
を
も
っ
た
ら
遠
島
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
僧
房
に
賄
方
（
ま
か
な
い
が
た
）
と
し
て
務
め
る
婦
女
た
ち
は
「
一
宿
以
上

泊
め
た
場
合
は
十
日
間
の
苦
役
」
の
禁
の
た
め
に
、
朝
に
な
る
と
必
ず
一
度
は
寺
門
外
へ
と
足
を
運
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
に
新
政
府
の
思
惑
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
尼
令
の
禁
を
解
く
こ
と
で
、
仏
教
の
宗
教
的
な
崩
壊
を
図
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
中
世
ヨ
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ー
ロ
ッ
パ
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
そ
の
権
威
性
を
維
持
で
き
た
の
も
、
じ
つ
は
修
道
生
活
の
禁
欲
主
義
が
担
保
さ
れ
て
始
め
て
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
の
宗
教
性
も
ま
た
例
外
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
権
威
性
は
僧
尼
令
と
い
う
禁
欲
主
義
を
担
保
と
し
て
成
立
し

て
い
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
こ
の
僧
尼
令
の
廃
止
は
、
そ
の
ま
ま
公
的
な
僧
籍
廃
止
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
点
で
僧
侶
は
身
分
と
し
て
で
は
な
く
職
業

と
し
て
扱
わ
れ
、
一
般
の
平
民
（
官
位
の
な
い
普
通
の
人
民
）
と
同
様
に
徴
兵
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
僧
侶
は
そ
の
職

制
に
鑑
み
一
家
の
相
続
者
で
あ
る
嗣
子
と
同
様
に
兵
役
の
義
務
を
免
除
さ
れ
た
が
、
徴
兵
逃
れ
で
出
家
す
る
者
が
あ
っ
た
た
め
に
免
除
が

解
除
さ
れ
た
。
僧
侶
で
あ
っ
て
も
兵
士
と
し
て
前
線
で
敵
兵
を
殺
害
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
仏
教

教
団
は
、
教
団
の
政
府
へ
の
協
力
姿
勢
を
見
せ
る
た
め
に
、
政
府
の
戦
争
遂
行
政
策
に
支
持
を
与
え
た
が
、
還
俗
僧
の
田
中
智
学
は
明
治

十
三
年
に
は
横
浜
で
蓮
華
会
（
後
の
立
正
安
国
会
・
国
柱
会
）
を
結
成
し
、
積
極
的
に
戦
争
遂
行
政
策
を
主
張
す
る
に
い
た
る
。
職
業
と

し
て
の
仏
教
、
職
業
と
し
て
の
僧
侶
の
扱
い
に
よ
っ
て
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
僧
侶
の
武
装
も
解
除
さ
れ
、
僧
侶
の
不
殺
生
戒
も
守
る
こ
と

も
出
来
ず
に
徴
兵
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
当
時
、
大
阪
に
あ
っ
た
第
三
高
等
中
学
は
京
都
へ
と
移
転
し
た
た
め
、
浄
土
宗
の
寺
院
に
下
宿
を
し
て

い
た
「
喜
田
貞
吉
」
と
い
う
人
物
の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　
「
第
三
高
等
中
学
が
大
阪
か
ら
京
都
へ
と
移
転
し
た
た
め
、
京
都
へ
と
転
居
し
浄
土
宗
の
寺
院
に
し
ば
ら
く
間
借
り
を
し
て
通
学
し
た
。

す
る
と
そ
の
寺
に
は
小
母
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
婦
人
が
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
在
俗
の
妻
の
よ
う
に
立
ち
ふ
る
ま
っ
て
お
り
、
子
供
に
お
乳
を

飲
ま
せ
た
り
、
台
所
で
魚
を
さ
ば
い
た
り
、
あ
る
い
は
公
然
と
参
詣
の
檀
信
徒
に
接
待
し
て
い
る
の
を
見
て
、
奇
妙
に
思
っ
た
。
お
寺
さ

ん
方
に
は
失
礼
な
こ
と
だ
が
、
い
か
に
も
そ
れ
を
不
愉
快
に
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

自
分
の
郷
里
の
お
寺
は
曹
洞
宗
所
属
の
寺
院
で
あ
っ
た
の
で
、
戒
律
が
そ
れ
な
り
に
喧
し
く
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
寺
は
大
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黒
と
呼
ば
れ
る
婦
人
が
在
住
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
世
間
に
公
表
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
陰
で
魚
肉
を
口
に
し
て
い
て
も
人
前
で
そ
れ

を
頂
く
と
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の
私
は
僧
侶
に
は
精
進
が
保
た
れ
る
も
の
と
映
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
寺
院
に
小
母
さ
ん
が
い
る
の
は
そ
こ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
大
抵
の
僧
侶
は
牛
肉
ま
で
も
人
前
で
平
気
で
口
に
し
て
い

る
の
で
、
も
う
す
で
に
肉
食
妻
帯
が
普
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
分
か
っ
た
。」（『
現
代
仏
教
』
十
周
年
記
念
特
輯
号
│
明
治
仏
教

の
研
究
・
回
顧
│
現
代
仏
教
社
発
行　

昭
和
八
年
七
月
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
肉
食
、
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
」
の
布
告
に
よ
っ
て
、
僧
侶
の
禁
欲
主
義
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
僧
侶
の
清
貧
さ
が

奪
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
そ
の
担
保
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
て
い
た
日
本
社
会
の
宗
教
的
な
権
威
性
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
現
代
の

仏
教
教
団
が
と
い
う
の
で
は
な
く
、
総
じ
て
日
本
人
の
宗
教
的
な
感
性
が
何
か
変
な
の
は
、
こ
の
宗
教
的
な
権
威
性
の
崩
壊
が
原
因
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

寺
院
社
会
の
解
体
が
は
じ
ま
る

　

さ
ら
に
明
治
五
年
八
月
に
、
太
政
官
か
ら
神
仏
各
宗
合
同
の
研
究
・
教
育
機
関
と
し
て
神
仏
合
併
大
教
院
の
設
立
の
布
告
さ
れ
る
と
、

仏
教
の
宗
教
的
な
伝
承
性
が
剥
奪
さ
れ
寺
院
社
会
の
解
体
が
は
じ
ま
る
。
大
づ
か
み
に
仏
教
の
宗
教
的
な
伝
承
性
を
示
せ
ば
、
仏
教
は
中

国
か
ら
伝
播
以
来
、
朝
廷
な
ど
の
庇
護
の
元
に
国
家
安
泰
を
祈
り
君
主
政
治
体
制
の
維
持
強
化
に
貢
献
し
て
き
た
。
伝
統
仏
教
で
修
さ
れ

る
国
祷
会
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
各
宗
派
は
独
自
の
門
流
を
形
成
し
、
各
宗
派
の
歴
史
と
伝
統
な
ど
の
伝
承
ご
と
は
、
お
お
よ

そ
本
山
と
末
寺
寺
院
の
循
環
関
係
を
機
軸
と
し
て
、
そ
の
本
末
関
係
の
中
で
存
在
し
た
。

　

た
と
え
一
山
の
貫
首
さ
ま
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
発
心
し
て
僧
侶
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
一
瞬
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
発
心
し
て
僧
侶
に
な
る

た
め
に
は
、
そ
の
門
流
の
貫
首
さ
ま
に
つ
い
て
授
戒
得
度
し
て
弟
子
と
な
り
、
本
山
な
ど
に
所
化
と
し
て
随
身
し
、
と
き
を
経
て
門
下
の
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学
問
所
で
あ
る
檀
林
で
の
一
定
の
修
学
を
へ
て
、
素
紫
寺
（
す
む
ら
で
ら
）、
茶
金
寺
（
ち
ゃ
き
ん
寺
）
な
り
の
末
寺
へ
と
賜
っ
た
袈
裟

（
僧
階
）
を
た
ず
さ
え
て
下
り
、
や
が
て
そ
の
器
量
に
応
じ
て
門
流
の
貫
首
へ
と
成
り
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
そ
の

門
流
の
歴
史
と
伝
統
は
貫
首
さ
ま
の
一
挙
手
一
投
足
の
中
に
あ
り
、
そ
の
貫
首
さ
ま
が
体
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
貫
首
さ
ま

の
読
経
や
回
向
を
拝
聴
す
れ
ば
、
た
と
え
同
宗
派
で
あ
っ
て
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
ど
こ
の
門
流
で
あ
る
か
了
解
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
明
治
五
年
の
「
神
仏
合
併
大
教
院
設
立
」
の
布
告
が
な
さ
れ
て
以
降
、
神
祇
省
か
ら
教
務
省
を
通
じ
て
仏
教
の
宗
教
的
統
制
の

た
め
に
行
政
的
な
管
理
監
督
が
行
わ
れ
、
そ
の
宗
教
的
な
伝
承
性
が
剥
奪
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

行
政
的
な
手
腕
が
ど
う
振
る
わ
れ
た
か
を
遡
っ
て
み
よ
う
。
八
月
に
な
る
と
こ
れ
ま
で
各
宗
派
が
伝
統
的
に
用
い
て
い
た
僧
階
と
は
別

に
、
行
政
的
に
統
一
さ
れ
た
教
導
職
十
四
級
が
設
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
十
月
に
は
そ
れ
ま
で
各
宗
派
と
い
っ
て
も
統
一
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
く
、
宗
派
は
い
く
つ
か
の
門
流
と
し
て
併
存
し
て
い
た
も
の
が
、「
一
宗
一
官
長
制
」
に
よ
っ
て
統
一
的
な
一
宗
派
名
を
名
乗
っ
て

纏
ま
る
よ
う
に
統
制
が
掛
け
ら
れ
た
。
と
く
に
日
蓮
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・
禅
宗
・
時
宗
・
真
宗
の
七
宗
に
は
通
達
が
出
さ

れ
、
統
一
さ
れ
た
一
宗
派
と
し
て
成
立
す
る
。

　

日
蓮
宗
関
連
で
言
え
ば
、
日
蓮
門
下
各
派
は
一
致
派
と
勝
劣
派
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
「
日
蓮
宗
」
と
総
称
し
、
交
代
制
の
管

長
制
度
を
定
め
、
顕
日
琳
が
管
長
と
し
て
就
任
し
た
。
日
琳
は
本
成
寺
派
、
現
在
の
法
華
宗
陣
門
流
総
本
山
越
後
本
成
寺
住
職
で
あ
り
、

一
宗
一
管
長
制
に
お
け
る
日
蓮
宗
初
代
管
長
は
勝
劣
派
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
明
治
七
年
、
日
蓮
宗
は
再
び
一
致
派
と
勝
劣
派
が

分
派
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
十
一
月
に
は
設
立
さ
れ
た
神
仏
併
合
大
教
院
に
よ
っ
て
、
神
社
・
寺
院
・
説
教
所
を
小
教
院
（
由
緒
寺
院
な
ど
を
中
教
院
と
し

た
）
と
し
て
三
条
教
則
に
基
づ
き
教
導
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
寺
院
で
も
仏
教
の
教
義
が
説
け
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

仏
教
用
語
の
使
用
も
禁
止
さ
れ
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
明
治
六
年
（
一
八
七
四
）
の
二
月
に
は
大
教
院
が
実
働
を
始
め
る
た
め
に
、
浄
土
宗
本
山
で
あ
る
芝
の
増
上
寺
内
に
大
教
院
が
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設
置
さ
れ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
四
月
に
な
る
と
増
上
寺
大
殿
の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
が
台
徳
院
霊
屋
に
撤
去
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に

皇
祖
大
神
（
天
皇
の
祖
先
・
天
照
大
神
）
が
安
置
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
六
月
に
は
大
教
院
開
院
の
公
式
法
要
が
催
さ
れ
る
が
、
こ
の
大
教

院
開
院
に
あ
た
っ
て
教
頭
に
相
國
寺
荻
野
独
園
師
、
副
教
頭
に
本
願
寺
大
谷
光
尊
師
の
仏
教
者
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

　

さ
き
の
神
仏
判
然
に
よ
っ
て
、
事
実
上
は
僧
侶
の
神
祭
式
典
へ
の
参
加
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
皇
祖
天
神
を
祀
る
法
要
へ

の
出
仕
は
僧
衣
を
着
装
し
て
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
教
院
の
公
職
に
あ
っ
た
荻
野
、
大
谷
の
両
師
は
出
仕
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
苦

渋
の
選
択
に
よ
っ
て
神
官
の
制
服
を
着
装
し
て
神
饌
供
奉
（
烏
帽
子
・
下
垂
を
着
し
て
、
神
饌
・
魚
具
・
榊
供
を
奉
献
す
る
）
の
式
典
に

臨
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
間
は
仏
教
が
国
家
神
道
の
軍
門
に
下
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
寺
院
社
会
の
解
体
が
自
明
の
中
に

さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

５　

仏
教
の
学
問
的
な
再
編
成
が
始
ま
る

　

さ
ら
に
こ
の
寺
院
社
会
の
解
体
は
、
僧
侶
の
法
器
養
成
（
宗
教
教
育
）
に
及
ん
で
致
命
的
な
状
況
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
本
山
と
末
寺
の
関

係
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
が
解
体
さ
れ
、
西
洋
哲
学
を
基
軸
と
す
る
学
問
的
な
仏
教
へ
の
再

編
成
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
寺
院
社
会
の
解
体
に
よ
り
一
層
拍
車
が
か
か
っ
た
。
そ
の
始
ま
り
も
明
治
五
年
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
教
育
制
度
が
転
換
す
る
経
緯
が
存
在
す
る
。
明
治
に
な
っ
て
幕
府
の
調
書
方
（
辞
書
の
編
纂
な
ど
を
し
て
い

た
部
署
）
が
西
洋
の
学
問
を
取
り
い
れ
て
洋
学
化
し
、
こ
の
流
れ
の
中
か
ら
東
京
大
学
が
創
設
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
東
大
は
ド
イ
ツ
の
大

学
制
度
を
範
と
し
て
創
設
さ
れ
、
こ
れ
以
降
は
日
本
の
哲
学
や
宗
教
学
な
ど
の
す
べ
て
学
問
は
ド
イ
ツ
観
念
論
を
基
礎
に
し
て
体
系
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
東
京
大
学
は
帝
国
大
学
令
に
則
り
旧
制
の
総
合
大
学
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
日
本
の
教
育
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
幕
藩
体
制
の
中
で
各
藩
が
独
自
に
設
け
て
い
た
藩
校
が
あ
っ
た
。
藩
校
は

十
七
世
紀
頃
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
が
、
十
九
世
紀
初
頭
に
は
各
藩
（
二
百
七
十
六
藩
）
の
ほ
ぼ
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
設
置
さ
れ
、
幕
末
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に
は
二
万
石
以
上
の
藩
で
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
、
二
〇
万
石
以
上
の
藩
で
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
設
け
ら
れ
て
い
た
。
お
よ
そ
徳

川
時
代
に
武
士
の
し
め
る
割
合
は
人
口
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
位
で
あ
っ
た
が
、
藩
校
の
実
際
は
武
士
の
子
弟
は
ほ
ぼ
全
員
が
八
歳
な
い
し
十

五
歳
か
ら
藩
校
に
通
い
始
め
、
二
十
歳
な
い
し
三
十
歳
く
ら
い
ま
で
通
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
武
士
は
基
本
的
に
か
な
り
高
い
教
育
を
受

け
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
文
武
両
道
を
学
び
、
文
は
も
っ
ぱ
ら
四
書
（
大
学
・
中
庸
・
論
語
・
孟
子
）
五
経
（
易
経
・
書
経
・
詩
経
・
礼

記
・
春
秋
）
を
中
心
と
す
る
漢
学
、
儒
家
思
想
を
学
ん
だ
。

　

ま
た
一
般
庶
民
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
寺
子
屋
に
い
た
っ
て
は
、
幕
末
の
安
政
か
ら
慶
応
（
一
八
五
四
〜
一
八
六
八
）
に
か
け
て
四
千

二
百
校
が
開
設
さ
れ
、
全
国
に
は
一
万
五
千
以
上
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
日
本
全
国
の
男
子
の
四
割
、
女
子

の
一
割
が
教
育
を
受
け
て
お
り
、
江
戸
の
男
子
だ
け
を
と
れ
ば
、
就
学
率
は
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
て
い
た
と
い
う
推
計
が
あ
る
。

寺
子
屋
で
学
ぶ
の
は
、
い
わ
ゆ
る
読
み
書
き
ソ
ロ
バ
ン
で
あ
っ
た
が
、
文
盲
率
の
低
さ
は
国
際
的
に
見
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
遜
色
の
な
い

レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
明
治
政
府
は
富
国
強
兵
の
国
造
り
の
た
め
に
、
西
洋
の
実
学
（
暦
の
算
出
か
ら
蒸
気
機
関
船
ま
で
の
物
理
・
化
学
）
を
最
優

先
さ
せ
、
そ
れ
こ
そ
伝
統
的
な
教
育
を
一
切
無
視
し
て
東
京
大
学
帝
国
大
学
へ
と
教
育
制
度
を
集
約
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
東
京
大
学
に
お
い
て
明
治
五
年
に
初
め
て
仏
教
が
講
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
講
じ
ら
れ
た
も
の
が
禅
宗
に
お
い
て
宗
門
第
一
の
書
「
碧

巌
録
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
講
じ
た
人
物
が
高
橋
好
雪
と
い
う
在
家
居
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
臨
済
の
大
本
山
妙
心
寺
は
、
好
雪
の

師
匠
願
翁
禅
師
に
対
し
て
「
碧
巌
臨
済
の
二
録
は
僧
侶
で
あ
っ
て
も
、
師
家
（
行
学
の
伝
承
者
）
の
分
際
で
な
け
れ
ば
、
講
ず
る
こ
と
を

許
さ
ず
。
ま
し
て
や
在
俗
の
分
際
で
こ
れ
を
講
ず
る
の
は
以
て
の
外
」
と
断
罪
し
た
た
め
大
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

先
の
よ
う
に
、
本
来
仏
教
の
学
問
所
は
檀
林
と
呼
ば
れ
、
そ
の
僧
院
の
中
で
は
行
学
兼
備
の
修
養
生
活
が
営
ま
れ
、
出
家
者
が
伝
承
ご

と
と
し
て
伝
え
て
き
た
も
の
が
仏
教
の
学
び
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
問
の
西
洋
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
檀
林
の
あ
り
方
が
壊
さ
れ
て
、

仏
教
が
観
念
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
講
じ
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
端
緒
が
東
京
大
学
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
教
育
制
度
の
転
換
に
よ
っ
て
、
寺
院
社
会
に
直
接
影
響
が
出
る
の
は
、
先
の
よ
う
に
明
治
五
年
に
始
ま
る
神
仏
併
合
大
教

院
か
ら
で
あ
る
が
、
と
く
に
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
明
治
八
年
に
各
宗
に
大
教
院
と
い
う
教
育
シ
ス
テ
ム
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

か
ら
で
あ
る
。
神
仏
併
合
大
教
院
は
仏
教
弾
圧
の
先
鋒
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
施
策
は
仏
教
法
話
を
禁
止
す
る
な
ど
あ
ま
り
に
早
急
な
た

め
に
破
綻
し
、
各
宗
派
独
自
の
大
教
院
制
度
へ
と
政
策
の
転
換
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る

　

と
く
に
日
蓮
宗
関
連
で
そ
の
過
程
を
概
略
す
れ
ば
、
さ
き
の
よ
う
に
明
治
五
年
の
一
宗
一
管
長
制
に
よ
っ
て
、
日
蓮
宗
は
一
致
派
と
勝

劣
派
を
分
け
る
こ
と
な
く
統
括
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
二
年
後
の
明
治
七
年
に
は
、
法
華
宗
各
派
ご
と
に
官
長
を
置
く
こ
と
が
公
認
さ

れ
、
日
蓮
宗
一
致
派
で
は
、
明
治
政
府
に
覚
え
の
よ
か
っ
た
新
居
日
薩
師
が
初
代
管
長
と
な
り
単
称
「
日
蓮
宗
」
が
成
立
す
る
。
そ
れ
ま

で
一
致
派
を
構
成
し
て
い
た
四
十
四
の
各
門
流
は
独
自
運
営
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
に
身
延
山
久
遠
寺
を
総
本
山
と
し
て
五
大
本
山
を
中

心
と
す
る
行
政
的
施
策
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
。
こ
れ
が
世
に
言
う
「
五
山
盟
約
」
で
、
身
延
山
久
遠
寺
、
池
上
本
門
寺
、
京
都
妙
顕
寺
、

京
都
本
圀
寺
、
中
山
法
華
経
寺
の
間
で
、
五
山
を
も
っ
て
大
本
山
に
定
め
、
互
い
に
分
立
す
る
五
山
始
め
四
十
四
箇
本
山
の
運
営
状
況
が

身
延
中
心
の
共
同
体
制
（
単
称
「
日
蓮
宗
」）
へ
と
統
括
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
時
に
さ
き
の
神
仏
併
合
大
教
院
が
各
宗
派
独
自
の
大
教
院
制
度
へ
と
転
換
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
日

蓮
宗
は
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
学
問
所
で
あ
っ
た
檀
林
を
全
廃
し
て
し
ま
い
、
日
蓮
宗
大
教
院
と
い
う
教
育
組
織
を
新
た
に
発
足
さ
せ
る
。

こ
れ
が
日
蓮
宗
大
檀
林
へ
と
つ
な
が
り
、
立
正
大
学
へ
と
つ
な
が
る
大
学
制
度
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
日
蓮
門
下
の
法
器
養
成
の
場
は
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
飯
高
檀
林
の
前
身
で
あ
る
飯
塚
談
所
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
に

始
ま
り
、
以
降
次
第
に
増
え
関
東
に
飯
高
檀
林
、
中
村
檀
林
を
は
じ
め
八
檀
林
、
関
西
に
六
檀
林
を
数
え
る
に
い
た
っ
た
が
、
大
教
院
制

度
以
降
、
こ
れ
ら
の
檀
林
は
全
廃
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
設
檀
林
と
ま
で
蔑
称
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
日
蓮
宗
大
檀
林
時
代
の
初
代
学
長
は
小
林
日
董
師
で
、
こ
の
時
代
に
特
記
で
き
る
学
者
と
し
て
最
も
有
名
な
の
は
小
林
一
郎
師
で
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あ
る
。
法
華
経
講
話
の
記
録
が
『
法
華
経
大
講
座
』
十
三
巻
と
し
て
平
凡
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
林
一
郎
師
も
さ

き
の
『
碧
巌
録
』
の
場
合
と
同
様
に
、
在
家
の
信
仰
者
で
明
治
三
十
七
年
四
月
に
日
蓮
宗
大
学
林
が
設
立
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
東
大
か
ら

倫
理
学
の
教
授
と
し
て
招
請
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
小
林
一
郎
師
の
経
歴
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
首
席
で
卒
業
し
、
金
時
計
を
受
賞

し
た
俊
秀
で
、
同
期
生
で
銀
時
計
を
受
賞
し
た
の
が
、
後
に
東
京
帝
国
大
学
に
宗
教
学
科
を
創
設
し
た
姉
崎
正
治
師
で
あ
る
。
さ
ら
に
小

林
師
の
専
門
は
西
欧
哲
学
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
専
攻
し
、
専
門
書
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品

を
原
書
で
読
む
ほ
ど
の
秀
才
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
人
物
が
『
法
華
経
大
講
座
』
に
よ
っ
て
法
華
経
を
解
説
し
て
い
る
事
実
は
、
本
山

と
末
寺
の
関
係
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
よ
っ
て
哲
学
的
な
仏
教
、
学

問
的
な
仏
教
へ
と
変
質
し
て
ゆ
く
端
緒
を
開
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ち
な
み
に
、
論
理
学
と
は
ロ
ジ
ッ
ク
（Logic

）
の
訳
語
で
、
ど
の
よ
う
な
推
論
が
正
し
い
か
を
体
系
的
に
概
観
す
る
学
問
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
（Logos

）
に
そ
の
語
源
が
あ
り
、
聖
書
（
神
の

言
葉
）
を
理
性
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
論
証
す
る
か
の
学
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
な
ど
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
伝
承
ご
と
の
文
化

で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
感
性
の
文
化
で
あ
り
、
論
理
学
に
よ
っ
て
理
性
的
に
理
解
し
解
釈
さ
れ
た
瞬
間
に
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
観
念
化
さ
れ

て
身
体
性
を
失
う
と
い
う
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
知
識
的
に
理
解
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
実
践
で
き
る
か
否

か
は
、
そ
の
人
の
宗
教
的
な
情
操
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
学
問
と
宗
教
ご
と
の
相
違
で
あ
る
。

　

現
代
で
は
仏
教
の
学
問
的
な
理
解
、
が
先
行
し
て
、
仏
教
学
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
宗
門
の
宗
旨
の
学
問
、
日
蓮
宗
で
い
え
ば
日
蓮
教

学
を
学
ば
な
け
れ
ば
仏
教
は
分
か
ら
な
い
、
と
多
く
の
識
者
が
力
説
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文
の
全
体
が
自
由
に
誰

で
も
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
な
っ
て
加
藤
文
雅
発
願
・
稲
田
海
素
委
嘱
の
開
宗
六
五
〇
年
記
念

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
』（
別
名
、
縮
冊
遺
文
・
縮
遺
・
霊
良
閣
版
）
発
行
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
み
れ
ば
、
仏
教
の

伝
統
的
な
学
問
所
の
檀
林
が
廃
止
さ
れ
た
段
階
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
が
、
寺
院
社
会
の
解
体
す
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る
こ
と
で
僧
侶
の
在
家
化
が
始
ま
り
、
つ
い
に
は
仏
教
文
化
の
断
絶
が
生
じ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
伝
統
教
団
で
は
各
宗
派
が
独
自
に
運
営
す
る
大
教
院
制
度
の
発
足
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
日
蓮
宗
は
立
正
大
学
（
日
蓮
宗
大

檀
林
）、
曹
洞
宗
は
駒
沢
大
学
（
曹
洞
宗
大
学
林
）、
臨
済
宗
は
花
園
大
学
（
般
若
林
）、
浄
土
宗
は
大
正
大
学
（
浄
土
宗
・
宗
教
大
学
）、

真
言
宗
は
種
智
院
大
学
（
真
言
宗
総
合
京
都
大
学
）
な
ど
の
宗
門
大
学
を
運
営
し
、
檀
林
廃
止
後
の
文
化
の
断
絶
を
埋
め
合
わ
す
形
で
、

各
伝
統
教
団
の
宗
祖
方
の
信
仰
に
対
す
る
学
問
化
が
進
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
者

の
宗
教
的
情
操
の
獲
得
は
置
き
去
り
に
さ
れ
、
僧
侶
と
し
て
の
然
し
た
る
修
道
生
活
も
経
ず
し
て
、
宗
門
大
学
で
学
問
的
に
仏
教
学
や
宗

祖
の
教
学
を
学
ぶ
だ
け
で
僧
侶
に
な
れ
る
、
出
家
者
に
な
れ
る
と
い
う
感
覚
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
寺
院
社
会
の
解
体
、
仏
教
文

化
の
断
絶
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

６　

伝
統
教
団
に
お
け
る
伝
統
に
つ
い
て

　

現
代
で
は
一
般
人
ば
か
り
で
は
な
く
宗
教
の
専
門
家
で
あ
る
僧
侶
ま
で
も
が
、
現
代
の
伝
統
仏
教
は
仏
教
公
伝
の
欽
明
天
皇
七
年
（
五

三
八
）
よ
り
数
え
て
一
五
〇
〇
年
に
及
ぶ
宗
教
的
な
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
脈
々
と
現
代
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い

る
。

　

確
か
に
一
五
〇
〇
年
に
及
ぶ
仏
教
文
化
は
、
古
文
書
や
伽
藍
堂
と
し
て
お
よ
そ
物
的
な
文
化
と
し
て
は
伝
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
中
身
で
あ
る
は
ず
の
精
神
文
化
は
、
宗
教
的
な
「
お
こ
な
い
」
で
あ
る
身
体
技
法
（
修
行
な
ど
の
体
験
）
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た

た
め
に
、
文
化
と
し
て
は
す
で
に
断
絶
し
て
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
仏
教
教
団
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
た
と
え
伝
統
教
団
と
称
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
入
れ
物
と
し
て
の
宗
団
組
織
で
あ
っ
て
、
明

治
時
代
に
崩
壊
が
は
じ
ま
り
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
と
共
に
終
焉
を
迎
え
、
昭
和
二
十
七
年
に
新
宗
教
法
人
法
の
下
に
登
記
さ
れ
、
行
政
的

に
再
編
成
さ
れ
た
宗
団
組
織
で
あ
る
。
ま
さ
に
伝
統
教
団
と
は
名
ば
か
り
の
宗
団
で
、
そ
の
歴
史
は
わ
ず
か
六
〇
年
に
満
た
な
い
、
と
も

15　影山-1.indd   27415　影山-1.indd   274 10.6.4   2:37:07 PM10.6.4   2:37:07 PM



275

明治時代の歴史年表から読みとる日本の仏教文化の変化について（影山）

言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
現
代
の
伝
統
教
団
の
驚
き
の
現
状
、
江
戸
時
代
ま
で
の
仏
教
文
化
が
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
み
た
い
。
明
治

時
代
に
仏
教
の
伝
統
的
な
学
問
所
で
あ
っ
た
檀
林
が
廃
止
さ
れ
た
段
階
か
ら
、
寺
院
社
会
に
お
け
る
僧
院
生
活
の
解
体
に
よ
っ
て
僧
侶
の

在
家
化
が
始
ま
り
、
仏
教
文
化
の
断
絶
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
寺
院
社
会
は
一
宗
一
管
長
制
に
よ
っ
て
行
政
的
に
統
括
さ
れ
、

宗
派
名
を
名
乗
ら
さ
れ
て
い
た
。
日
蓮
門
下
で
い
え
ば
、
先
の
よ
う
に
四
十
四
の
門
流
が
五
山
盟
約
で
統
合
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
門
流
の
独
自
性
（
本
山
と
末
寺
の
循
環
関
係
）
は
辛
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
現
在
は
本
山
ク
ラ
ス
の
優
等

寺
院
が
父
子
相
続
さ
れ
て
も
誰
も
疑
問
を
抱
か
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
戦
前
（
昭
和
十
五
年
の
本
末
解
消
以
前
）
で
あ
れ
ば
檀
家
の
少
な

い
末
寺
で
さ
え
、
勝
手
に
親
子
の
間
で
相
続
を
決
め
る
こ
と
す
ら
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
伝
統
を
継
承
し
て
き
た

本
山
の
振
る
舞
い
と
し
て
、
本
山
に
許
さ
れ
て
い
た
権
威
で
あ
っ
た
。

　

現
代
の
よ
う
に
寺
院
の
父
子
相
続
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
と
く
に
日
蓮
門
下
で
い
え
ば
戦
時
下
の
昭
和
十
五
年
四
月
一
日
（
一
九
四

〇
）
に
施
行
さ
れ
た
宗
教
団
体
法
の
宗
教
弾
圧
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
宗
教
を
統
制
し
、

天
皇
制
政
府
の
国
策
に
奉
仕
さ
せ
る
と
い
う
国
政
の
あ
り
方
は
、
明
治
新
政
府
の
発
足
以
来
の
基
本
的
な
宗
教
政
策
で
あ
っ
た
が
、
時
代

は
昭
和
を
迎
え
る
と
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
最
大
の
事
件
で
あ
る
昭
和
十
一
年
の
二
・
二
六
事
件
を
境
に
、
大
日
本
帝
国
軍
部
の
政
治
的
制
覇

は
確
立
し
、
日
本
国
は
日
中
戦
争
を
か
わ
き
り
と
し
て
、
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
時
国
家
総
動
員
体
制
（
昭

和
十
三
年
の
国
家
総
動
員
法
公
布
）
の
最
中
で
、
こ
の
宗
教
団
体
法
に
よ
っ
て
「
宗
教
の
宣
布
は
即
ち
こ
れ
皇
道
（
天
皇
制
国
家
神
道
）

の
宣
布
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
諸
宗
教
は
強
制
的
に
「
天
皇
制
国
家
神
道
」
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
翌
十
六
年
二
月
八
日
（
一
九
四
一
）
に
は
こ
の
団
体
法
を
追
っ
て
、
日
本
史
上
に
悪
名
の
高
い
治
安
維
持
改
正
法
が
国
会
で
可

決
さ
れ
、
こ
の
恐
る
べ
き
弾
圧
法
規
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
「
天
皇
制
国
家
神
道
」
を
笠
に
着
た
宗
教
弾
圧
が
思
い
の
ま
ま
に
進
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
国
家
権
力
は
右
手
に
は
宗
教
団
体
法
、
左
手
に
は
治
安
維
持
法
の
剣
を
た
ず
さ
え
る
こ
と
で
、
宗
教
弾
圧
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の
体
制
は
完
璧
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
弾
圧
の
具
体
的
な
事
実
に
ふ
れ
る
と
、
昭
和
十
五
年
四
月
に
こ
の
宗
教
団
体
法
が
公
布

さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
公
認
さ
れ
て
い
た
宗
教
団
体
、
と
く
に
先
の
一
宗
一
官
長
制
で
統
括
さ
れ
た
伝
統
教
団
の
七
宗
は
、
こ
れ
ま
で
の

宗
制
を
「
天
皇
制
国
家
神
道
」
に
従
属
す
る
よ
う
に
改
定
し
、
新
た
に
承
認
を
受
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
仏
教
諸
派

の
教
義
や
聖
典
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
は
昭
和
六
年
頃
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
天
皇
た
ち
を
「
僅
か
の
小
島
の
主
」
と
呼
び
、
崇
俊
天
皇

を
「
腹
悪
し
き
王
」
と
す
る
日
蓮
遺
文
は
、
こ
と
さ
ら
問
題
が
多
か
っ
た
。
日
蓮
門
下
の
法
華
宗
で
は
、
こ
れ
ら
の
不
敬
の
文
言
を
削
除

せ
よ
と
い
う
厳
命
を
受
け
な
が
ら
、
こ
れ
を
拒
ん
だ
た
め
に
昭
和
十
六
年
に
は
当
局
に
よ
っ
て
幹
部
の
一
斉
検
挙
に
遭
遇
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
弾
圧
を
背
景
に
各
宗
派
は
、
宗
制
や
宗
旨
を
変
節
さ
せ
る
な
ど
し
て
生
き
残
り
を
図
っ
た
。
日
蓮
宗
に
あ
っ
て
は
、
昭
和

十
六
年
に
宗
旨
を
変
節
す
る
た
め
に
日
蓮
遺
文
の
問
題
箇
所
を
削
除
し
た
ば
か
り
か
、
行
政
的
な
宗
門
運
営
に
お
い
て
本
山
と
末
寺
（
本

末
）
関
係
ま
で
公
的
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
に
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
解
消
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
本
山

に
許
さ
れ
て
い
た
由
緒
や
故
事
来
歴
、
と
く
に
そ
れ
ま
で
本
山
が
由
緒
や
故
事
来
歴
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
、
僧
侶
の
養
成
に
始
ま
り
、

僧
階
の
授
与
や
法
類
住
職
の
任
免
権
な
ど
が
、
宗
制
枠
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
行
政
機
関
と
し
て
の
宗
門
が
そ
れ
を
執
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
点
か
ら
宗
務
行
政
（
機
関
）
が
宗
務
役
職
の
任
免
権
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
本
山
と
末
寺
の
関
係
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
僧
院
仏

教
と
し
て
の
伝
承
ご
と
に
支
え
ら
れ
た
日
蓮
教
団
か
ら
、
行
政
的
な
枠
組
み
に
よ
る
日
蓮
宗
団
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
っ
と
も
大
き
な
痛
手
は
、
こ
の
本
末
解
消
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
本
山
と
末
寺
の
関
係
で
営
ま
れ
て
い
た
経
済

基
盤
が
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
山
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
固
定
資
産
か
ら
の
収
益
や
、
わ
ず
か
な
檀
信
徒
の
護
持
力
で
は
維
持
経
営
に

困
難
を
来
た
し
た
。
加
え
て
宗
教
法
人
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
本
山
の
寺
有
地
は
各
末
寺
の
所
有
地
と
し
て
、「
平
等
の
法
人
格
」
も
の

と
に
分
割
さ
れ
、
各
寺
院
の
檀
家
と
共
に
独
立
形
体
を
整
え
て
い
っ
た
。
独
立
形
体
と
い
え
ば
聞
こ
え
が
よ
い
が
、
寺
院
住
職
に
よ
る
寺
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院
の
占
有
化
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
本
末
解
消
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に
立
ち
行
か
な
く
な
り
疲
弊
し
た
本
山
は
多
い
が
、
末
寺
は
「
平
等
の
法
人
格
」
に
よ
っ
て
所
有

地
を
増
や
し
、
ま
た
課
金
と
い
う
形
で
本
山
に
上
納
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
多
数
の
檀
家
を
抱
え
る
優
等
寺
院
は
経
済
的
に
潤

う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
本
末
解
消
が
公
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
寺
院
社
会
の
解
体
が
進
み
、

僧
侶
の
在
家
化
、
さ
ら
に
仏
教
文
化
の
断
絶
が
決
定
的
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

戦
後
の
伝
統
教
団
の
成
り
立
ち
に
触
れ
て
お
け
ば
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
（
一
九
四
五
）
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
と
共
に
終
戦
を

迎
え
、
天
皇
制
を
維
持
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
悪
名
高
き
宗
教
団
体
法
（
昭
和
十
五
年
）
も
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
同
年
十
二

月
八
日
に
宗
教
法
人
令
（
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
、
社
会
的
お
よ
び
宗
教
的
な
自
由
が
保
障
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
混
乱
期
に
こ
の
自
由
法
令
が
施
行
さ
れ
た
た
め
に
、
宗
教
法
人
乱
立
の
傾
向
と
、
宗
教
団
体
本
来
の

目
的
が
は
き
違
え
ら
れ
る
な
ど
、
宗
教
の
尊
厳
を
穢
し
、
宗
教
法
人
と
し
て
社
会
の
信
頼
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
結
果
に
な
っ
た
こ
の
た
め
、

昭
和
二
十
六
年
四
月
三
日
（
一
九
五
一
）
に
新
た
に
宗
教
法
人
法
が
公
布
さ
れ
、
宗
教
法
人
令
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
行
の
宗
教
法

人
法
で
あ
る
。
現
在
、
仏
教
教
団
の
各
寺
院
は
こ
の
宗
教
法
人
法
に
よ
っ
て
登
記
さ
れ
た
宗
教
法
人
で
あ
る
。

　

日
蓮
宗
関
連
で
は
、
昭
和
二
十
六
年
の
宗
本
一
体
の
体
制
か
ら
同
二
十
九
年
の
民
主
的
な
宗
制
へ
の
改
正
を
通
じ
な
が
ら
、
い
ち
早
く

包
括
法
人
と
し
て
の
宗
教
法
人
日
蓮
宗
を
組
織
し
た
。
そ
し
て
、
各
都
道
府
県
に
登
記
さ
れ
た
日
蓮
門
下
の
寺
院
を
日
蓮
宗
と
し
て
包
括

し
、
全
国
の
管
轄
区
域
（
管
区
）
に
宗
務
所
を
設
置
し
、
そ
の
管
区
内
（
管
内
）
の
寺
院
・
教
会
・
結
社
の
統
轄
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
本
山
と
末
寺
と
い
う
由
緒
や
故
事
来
歴
に
よ
る
寺
院
運
営
か
ら
、
日
蓮
宗
宗
制
（
日
蓮
宗
宗
憲
・
日

蓮
宗
規
則
・
日
蓮
宗
規
程
）
に
基
づ
く
法
人
運
営
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
現
在
の
寺
院
運
営
の
実
際
を
か
い
ま
見
れ
ば
、
日
蓮
宗
で
は
住
職
は
宗
教
法
人
の
代
表
責
任
役
員
で
、
法
人
か
ら
給
与
所

得
を
い
た
だ
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
ま
さ
に
寺
院
は
会
社
運
営
と
な
っ
て
い
る
。

15　影山-1.indd   27715　影山-1.indd   277 10.6.4   2:37:07 PM10.6.4   2:37:07 PM



現代宗教研究　第43号（2009.3）　　278

　

こ
れ
が
「
伝
統
教
団
と
称
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
入
れ
物
と
し
て
の
宗
団
組
織
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
七
年
に
登
記
さ
れ
た
宗
教
法
人

と
し
て
行
政
的
に
再
編
成
さ
れ
た
宗
団
組
織
で
あ
る
」
と
い
っ
た
全
貌
で
あ
る
。
伝
統
教
団
の
寺
院
は
宗
教
法
人
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い

る
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
わ
ず
か
六
〇
年
に
満
た
な
い
の
で
あ
る
。

７　

明
治
時
代
以
前
に
僧
侶
や
寺
院
は
何
を
し
て
い
た
か

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
明
治
以
前
の
僧
侶
や
寺
院
が
ど
う
い
う
宗
教
活
動
を
し
て
い
た
か
に
興
味
が
わ
く
。
さ
き
に

寺
院
社
会
が
果
た
し
て
い
た
「
戸
籍
（
寺
請
）・
学
校
（
寺
子
屋
）・
法
要
」
の
三
つ
の
機
能
を
挙
げ
た
が
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
「
戸
籍

と
学
校
」
は
す
で
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
唯
一
、
僧
侶
に
残
さ
れ
た
「
法
要
」
の
機
能
が
葬
儀
法
要
だ
と
思
い
た
い
と
ろ
こ
だ
が
、
じ
つ
は

こ
の
「
法
要
」
に
は
一
般
庶
民
の
切
な
る
思
い
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
思
い
が
含
ま
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
人
生
航
路
に
お
い
て
生
死
の
大
海
を
ど
う
渡
る
か
と
い
う
仏
教
本
来
の
面
目

で
あ
る
。
現
代
の
仏
教
で
は
こ
の
宗
教
的
な
機
能
面
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
明

治
政
府
の
法
改
正
で
、
寺
社
に
お
け
る
医
薬
の
販
売
（
施
薬
）、
医
療
行
為
（
施
療
）
を
禁
じ
る
た
め
に
、
明
治
七
年
六
月
に
「
医
療
・

服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
（
ま
じ
な
い
）・
祈
祷
（
お
は
ら
い
）
の
取
締
」
を
実
施
し
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
維
新
直
後
の
廃
仏
毀

釈
に
加
え
て
、
幕
藩
体
制
を
支
え
た
仏
教
文
化
と
一
緒
に
、
仏
教
寺
院
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
養
生
医
療
（
和
漢
方
な
ど
）
も
払
拭
す
る

た
め
、
治
療
医
学
と
し
て
の
西
洋
医
学
を
導
入
採
用
し
た
経
緯
が
見
え
て
く
る
。

　

明
治
政
府
の
西
洋
医
学
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
幕
藩
体
制
払
拭
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
は
幕
末
に
開
国
し
た
た
め
、
諸

外
国
と
の
交
流
に
よ
る
疫
病
な
ど
の
蔓
延
に
対
し
て
、
養
生
医
療
だ
け
で
は
対
処
仕
切
れ
な
い
事
実
も
片
方
に
あ
っ
た
。
と
く
に
安
政
五

年
（
一
八
五
八
年
）、
日
米
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
年
に
、
江
戸
市
中
で
は
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
一
〇
万
人
と
も
二
六
万
人
と
も
死

者
が
出
た
と
い
う
。
こ
れ
は
通
商
条
約
の
た
め
に
入
港
中
の
米
軍
艦
の
ペ
リ
ー
艦
隊
の
四
船
の
う
ち
の
一
船
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
号
の
乗
務
員
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に
コ
レ
ラ
の
患
者
が
い
た
た
め
、
長
崎
市
中
で
コ
レ
ラ
が
発
生
し
、
さ
ら
に
そ
の
お
よ
そ
二
ヶ
月
後
の
八
月
に
は
江
戸
で
コ
レ
ラ
が
大
流

行
し
た
た
め
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
開
国
が
急
が
れ
た
と
い
う
。
余
談
だ
が
大
正
時
代
に
世
界
的
に
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
で
は
、
当
時
の
日
本
人
口
五
五
〇
〇
万
人
に
対
し
て
三
九
万
人
が
死
亡
し
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
の
一
般
庶
民
は
と
い
え
ば
、
往
々
病
気
に
な
れ
ば
漢
方
医
を
受
診
し
て
漢
方
薬
な
ど
を
施
薬
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
病
気
に
な
れ
ば
寺
社
へ
と
詣
で
て
は
、
養
生
医
療
を
受
診
し
護
符
を
も
ら
い
、
加
持
祈
祷
を
し
て
病
気

の
回
復
を
祈
願
す
る
の
が
現
状
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
宗
教
事
情
を
物
語
る
事
例
と
し
て
、
仁
王
門
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仁

王
像
の
胎
内
か
ら
闘
病
平
癒
の
祈
願
札
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
万
枚
単
位
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
が
加
持
祈
祷
を
専
門

と
す
る
祈
願
寺
で
あ
れ
ば
話
し
は
別
だ
が
、
ご
く
一
般
の
寺
院
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
寺
社
に
お
け
る
施
薬
や
施
療
な
ど
養
生
医
療
の
行
為
が
、
さ
き
の
幕
藩
体
制
と
同
様
に
敵
対
文
化
と
し
て
弾

圧
さ
れ
、
さ
ら
に
西
洋
医
学
者
に
よ
っ
て
「
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
い
た
疾
病
観
や
祈
祷
は
迷
信
で
愚
者
の
行
為
で
あ
る
」
と
退
け
ら
れ
な

が
ら
、
一
方
的
に
西
洋
の
治
療
医
学
へ
と
塗
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

　

日
蓮
宗
関
連
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
日
蓮
門
下
に
流
布
し
て
い
た
祈
祷
修
法
（
病
気
平
癒
の
加
持
祈
祷
と
護
符
な
ど
の
施
薬
を
行
う

作
法
の
こ
と
）
の
歴
史
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
江
戸
初
期
に
は
積
善
房
の
身
延
流
（
山
梨
県
南
巨
摩
郡
）
と
遠
壽
院
・
智
泉
院
の
中

山
流
（
千
葉
県
市
川
市
）
の
二
大
門
流
を
形
成
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
内
で
積
善
房
と
智
泉
院
の
門
流
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
吹
き
荒
れ
た
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
廃
絶
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
廃
絶
の
決
め
手
に
な
る
の
が
、
さ
き
の
明
治
七
年
の
取
締
で
あ
る
。

　

そ
の
吹
き
荒
れ
た
嵐
の
中
に
あ
っ
て
、
辛
う
じ
て
法
灯
を
存
続
で
き
た
の
は
中
山
門
流
の
遠
壽
院
流
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
当

時
、
遠
壽
院
荒
行
堂
（
加
行
所
）
の
住
職
伝
師
で
あ
っ
た
朝
田
日
光
師
が
、
遠
壽
院
流
の
祈
祷
相
伝
で
あ
る
毒
消
し
の
護
符
（
秘
妙
符
と

呼
ば
れ
た
マ
ジ
ナ
イ
の
符
で
あ
る
）
を
服
用
し
て
「
毒
薬
を
飲
ん
で
も
死
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
何
と
も
無
謀
な
話
だ

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
千
葉
県
知
事
の
医
薬
品
扱
い
許
可
の
鑑
札
を
賜
り
廃
絶
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
荒
唐
無
稽
の
よ
う
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な
話
で
あ
る
が
、
毒
薬
を
飲
ん
だ
話
の
真
贋
は
別
に
し
て
、
そ
の
当
時
は
医
薬
品
扱
い
許
可
の
鑑
札
が
な
け
れ
ば
、
寺
社
な
ど
の
施
薬
や

施
療
と
い
っ
た
医
療
行
為
が
厳
重
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
養
生
医
療
の
中
で
、
僧
侶
や
寺
院
が
担
っ
て
き
た
癒
し
の
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
と
く
に

明
治
七
年
の
取
締
が
実
施
さ
れ
た
以
降
、
日
蓮
門
下
の
祈
祷
相
伝
を
一
手
に
担
う
こ
と
に
な
る
正
中
山
遠
壽
院
が
明
治
三
年
六
月
に
発
し

た
「
祈
祷
改
正
規
則
之
掟
」
に
は
、
面
白
い
文
言
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

こ
の
改
正
規
則
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
明
治
維
新
後
に
寺
社
で
行
わ
れ
て
い
た
施
薬
や
施
療
な
ど
の
医
療
行
為
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
、

苦
渋
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
規
則
の
文
言
は
、
ま
ず
祈
祷
相
承
の
権
威
性
に
つ
い
て
は
伝
師
（
相
伝
の
師
）
に
対
す

る
制
誡
厳
重
を
誓
わ
せ
な
が
ら
、
業
病
や
狂
気
と
い
う
か
ら
現
代
で
い
え
ば
原
因
不
明
の
難
病
や
精
神
病
な
ど
に
対
す
る
病
気
平
癒
の
加

持
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
遠
壽
院
住
職
伝
師
の
指
示
を
仰
ぎ
勝
手
に
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
注
意
が
み
え
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
勝
手
に
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
改
正
規
則
に
は
別
記
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
加
持
祈
祷
の
修
練
で

遠
壽
院
行
堂
へ
と
入
行
を
志
す
者
は
「
総
じ
て
一
ヶ
寺
の
住
職
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
権
中
講
義
以
上
の
僧
階
で
、
僧
侶
に
な
っ
て
か
ら

（
法
臈
）
二
〇
年
以
上
経
て
い
る
者
に
か
ぎ
り
試
験
の
上
」
と
入
行
者
の
規
定
が
厳
し
く
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
改
正
規
則
に
は
「
止
観
病
患
境
に
に
則
り
怠
慢
な
く
修
学
し
、
苦
修
練
行
に
よ
っ
て
色
心
清
浄
に
す
べ
き
こ
と
」
と
い
う

興
味
深
い
一
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
止
観
病
患
境
依
修
学
無
怠
慢
」
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
朱
墨
の
傍
線
が
う
た
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
が
わ
か
る
か
と
い
え
ば
、
遠
壽
院
加
行
所
に
お
け
る
一
百
日
間
の
苦
修
練
行
が
「
止
観
病
患
境
」
に
則
っ
て
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
加
行
所
（
加
行
﹇prayoga

﹈
と
は
、
あ
る
一
定
期
間
の
修
行
こ
と
、
こ
こ
で
は
修
行
道
場
を
い
う
）
で
切
磋
琢
磨
さ
れ
る

修
行
の
よ
う
す
は
祈
祷
相
承
な
ど
の
相
伝
ご
と
で
あ
り
、
門
外
不
出
で
世
間
の
目
に
ふ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
こ
で
「
止
観
病
患
境

に
よ
り
修
学
し
」
と
あ
る
か
ら
興
味
深
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
「
止
観
病
患
境
」
が
何
か
と
い
え
ば
、
文
献
的
に
は
中
国
六
世
紀
に
天
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台
大
師
智
顗
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
摩
訶
止
観
』
と
い
う
修
行
の
指
南
書
、
そ
の
第
七
章
「
修
正
止
観
」
第
三
節
「
観
病
患
境
」
の
こ

と
で
、
と
く
に
そ
の
時
代
の
養
生
医
療
で
あ
る
和
漢
方
と
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
加
行
所
で
は
こ
の
よ
う
な
養
生
医
療
の
病
因

論
に
従
い
な
が
ら
苦
修
練
行
が
実
施
さ
れ
、
加
持
祈
祷
な
ど
の
癒
し
の
実
際
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
大
変
に
興
味
深
い
事
実

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
葬
式
仏
教
以
前
の
僧
侶
や
寺
院
が
果
た
し
て
い
た
役
割
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
養
生
医
療
の
一
翼
を
担
っ
て
い

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
仏
教
教
団
に
お
け
る
布
教
教
化
を
考
え
る
上
で
、
養
生
医
療
の
実
際
が
ど
の
様
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

紙
面
の
都
合
で
概
略
に
止
め
る
が
、
こ
の
「
止
観
病
患
境
」
に
は
益
軒
の
『
養
生
訓
』
の
よ
う
に
自
然
に
身
を
ま
か
せ
、
無
理
の
少
な

い
小
欲
知
足
の
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
修
行
法
に
よ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
を
和
や
か
に
保
ち
、
病
気
に
な
り
に
く
い
自
分
、
ま

た
病
気
の
治
り
や
す
い
自
分
の
あ
り
方
を
つ
く
る
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
・
ケ
ア
に
重
き
を
お
く
養
生
医
療
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
じ

つ
は
養
生
医
療
は
メ
ン
タ
ル
・
ケ
ア
そ
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
心
理
療
法
に
通
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
あ
り
方

が
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
で
あ
り
、
明
治
政
府
の
仏
教
弾
圧
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
以
前
の
仏
教
文
化
の
あ
り
方
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

８　

養
生
医
療
を
禁
じ
た
「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
・
祈
祷
の
取
締
」
の
弊
害
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
な
養
生
の
あ
り
方
が
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
で
あ
り
、
加
行
所
に
お
け
る
加
持
祈
祷
な
ど
の
癒
し
を
支

え
て
き
た
修
行
法
の
実
際
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
庶
民
が
生
死
の
現
実
を
生
き
抜
く
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
信
仰
と
医
療
と
は
共
に

支
え
あ
い
な
が
ら
機
能
し
て
い
た
の
で
る
。
そ
こ
で
は
「
医
者
が
捨
て
た
ら
坊
主
が
拾
う
」
と
い
う
言
葉
す
ら
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
医
療
と
し
て
は
不
治
の
病
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
僧
侶
た
ち
が
病
者
を
宗
教
的
な
感
性
で
支
え
る
全
人
的
な
医
療
が
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
現
代
人
か
ら
み
れ
ば
信
仰
と
医
療
が
い
っ
し
ょ
く
た
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
何
と
も
迷
信
的
な
感
じ
が
す
る
の
は
否
め
な
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い
が
、
実
際
に
は
こ
れ
こ
そ
が
宗
教
的
な
癒
し
、
全
人
的
な
医
療
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
天
平
二
年
（
七
〇
三
）
の
光
明
皇
后
が
創
設
し
た
と
い
わ
れ
る
施
薬
院
は
、
い
っ
た
ん
中
世
に
な
っ
て
に
衰
亡
し
た
が
、

豊
臣
秀
吉
が
再
興
し
、
そ
れ
を
江
戸
幕
府
が
受
け
つ
ぐ
形
で
明
治
ま
で
続
い
た
。
と
く
に
徳
川
吉
宗
の
時
代
に
な
る
と
、
江
戸
庶
民
に
馴

染
み
の
あ
る
養
生
所
と
呼
ば
れ
る
無
料
の
公
的
な
医
療
機
関
が
町
内
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
施
薬
院
や
養
生
所
の
よ
う
に
医

療
を
目
的
と
す
る
施
設
ば
か
り
で
は
な
く
、
ご
く
当
た
り
前
の
寺
社
で
も
病
気
平
癒
の
加
持
祈
祷
は
行
わ
れ
て
お
り
、
祈
祷
と
共
に
護
符

や
お
札
守
り
の
服
用
（
身
に
つ
け
る
こ
と
）
が
勧
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
貧
し
い
人
び
と
へ
の
施
薬
や
施
療
な
ど
養
生
医

療
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
代
で
い
え
ば
終
末
医
療
ま
で
視
座
に
い
れ
た
医
療
と
介
護
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
庶
民
と
医
療
の
現
状
は
と
い
え
ば
、
江
戸
の
町
数
は
一
六
〇
〇
余
、
町
人
五
〇
万
人
強
と
い
う
か
ら
ま
さ
に
大
都
市
で
あ

る
が
、
医
師
は
町
人
四
、
五
〇
〇
人
あ
た
り
に
一
人
と
い
う
か
ら
悪
く
は
な
い
。
し
か
し
、
実
状
は
経
済
的
に
医
師
の
診
療
を
受
け
ら
れ

る
庶
民
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。

　

と
く
に
一
般
庶
民
に
あ
っ
て
は
医
療
を
受
診
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
食
事
の
事
情
も
き
わ
め
て
悪
か
っ
た
。
た
と
え
大
店
の
奉
公
人

で
あ
っ
て
も
、
食
事
は
日
に
二
度
の
一
汁
一
菜
の
食
事
が
あ
た
り
ま
え
で
、
そ
れ
に
月
に
一
度
で
も
メ
ザ
シ
な
ど
の
魚
類
が
つ
け
ば
上
々

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
庶
民
は
慢
性
的
な
栄
養
失
調
で
羅
病
率
も
か
な
り
高
く
、
奉
公
人
が
一
度
で
も
病
気
に
な
れ
ば
納
戸
部
屋

へ
追
い
や
ら
れ
、
さ
ら
に
病
床
が
長
期
に
な
れ
ば
食
事
す
ら
ま
ま
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
死
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
実

家
へ
と
帰
さ
れ
た
と
し
て
も
、
口
減
ら
し
の
た
め
に
奉
公
に
で
た
者
の
居
場
所
は
な
く
、
や
は
り
医
療
す
ら
受
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
死
を
待
つ

だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現
代
と
比
較
す
れ
ば
江
戸
庶
民
は
想
像
を
絶
す
る
四
苦
八
苦
を
道
を
歩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

時
代
は
幕
末
か
ら
明
治
へ
と
移
っ
た
と
い
っ
て
も
、
庶
民
の
諸
事
情
は
突
如
と
し
て
改
善
さ
れ
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。
明
治
政
府
は
こ

の
よ
う
な
世
情
の
中
で
、
寺
社
で
行
わ
れ
て
い
た
医
療
や
加
持
祈
祷
は
幕
藩
体
制
を
支
え
た
敵
対
文
化
と
し
て
、
一
方
的
に
西
洋
の
治
療

医
学
へ
と
塗
り
替
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
の
「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
・
祈
祷
の
取
締
」
が
実
施
さ
れ
、
庶
民
の
癒
し
を
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引
き
受
け
て
い
た
寺
社
の
施
薬
・
施
療
が
禁
止
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
和
漢
方
を
始
め
針
・
灸
・
按
摩
に
い
た
る
ま
で
養

生
医
療
の
す
べ
て
が
禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
明
治
政
府
が
採
用
し
た
西
洋
の
治
療
医
学
は
、
科
学
の
知
に
基
づ
く
医
師
の
資
格
を
も
つ
専
門
家
の
治
療
集
団
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
、
病
気
の
治
療
の
み
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
そ
れ
ま
で
の
多
元
的
な
養
生
医
療
は
否
定
さ
れ
、

医
療
の
現
場
か
ら
寺
社
に
お
け
る
加
持
祈
祷
や
護
符
な
ど
に
よ
る
養
生
医
療
の
癒
し
は
迷
信
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
何

を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
で
は
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
た
弱
者
を
癒
す
手
立
て
が
失
わ
れ
、
医
療
の
視
座
が
不
治
の
病
人
か
ら
治
療

可
能
な
生
者
へ
と
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
養
生
医
療
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
信
仰
と
医
療
が
明
確
に
分
離
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
人
は
こ
の
時
点
か
ら
き
わ
め
て

徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
宗
教
的
な
感
性
を
喪
失
す
る
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
き
に
現
代
人
に
と
っ
て
信
仰
と
い
う
「
お
こ
な

い
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
困
っ
た
と
き
の
神
頼
み
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
に
す
が
り
つ
く
感
じ
で
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
を
拝
ん
で
い
れ
ば
、
ご

神
仏
の
特
別
な
お
力
に
よ
っ
て
経
済
的
、
健
康
的
に
幸
せ
に
な
れ
る
感
覚
だ
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
運
命
の
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ

る
。
一
四
〇
年
の
歳
月
を
か
け
て
日
本
人
の
心
象
は
、
現
在
の
よ
う
な
現
世
利
益
的
な
信
仰
へ
と
変
節
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

医
療
が
西
洋
の
治
療
医
学
へ
と
塗
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
が
営
ん
で
い
た
生
老
病
死
の
は
ざ
ま
で
生
き
る
庶
民

の
現
実
を
支
え
て
き
た
寺
社
の
癒
し
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
信
仰
の
世
界
か
ら
「
生
老
と
死
の
サ
イ
ク
ル
」
を
つ
な
ぐ
「
病
」
が
突
如
と

し
て
も
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
生
も
死
も
す
べ
て
観
念
化
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
源
的
に
生
老
病
死
と
い
う
四
苦
の
現

実
は
、
生
老
を
生
き
る
過
程
と
死
の
結
果
と
が
、「
病
苦
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
事
実
は
、
現
代
の
医
療
現
場
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
日
常
の
家
庭
生
活
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
家

族
そ
ろ
っ
て
「
生
老
」
の
ふ
る
ま
い
の
ま
ま
に
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
家
族
の
中
で
誰
か
が
重
篤
な
病
に
た
お
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
病
院
へ
と
運
ば
れ
て
家
庭
の
中
か
ら
「
病
」
は
隔
離
さ
れ
て
見
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
も
し
そ
の
病
が
不
治
で
あ
れ
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ば
、
そ
の
ま
ま
病
院
で
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
現
代
人
は
そ
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
あ
ま
り
が
病
院
で
死
を
迎
え
て
い
る
。

（
こ
の
よ
う
に
書
く
と
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
家
で
看
取
ら
れ
る
と
思
う
が
、
実
際
に
は
事
故
な
ど
で
病
院
へ
も
辿
り
着
か
な
い
人
が
殆
ど
で

あ
る
）。
さ
ら
に
病
院
で
臨
終
を
看
取
ら
れ
た
病
人
は
骸
（
む
く
ろ
）
と
な
っ
て
は
じ
め
て
家
族
の
も
と
へ
と
帰
る
が
、
そ
れ
は
家
族
に

と
っ
て
は
「
病
」
の
結
果
で
あ
っ
て
、
と
く
に
子
供
た
ち
は
家
庭
生
活
の
中
で
病
苦
の
現
実
を
か
い
ま
見
る
こ
と
な
く
、
観
念
的
な
病
苦

を
通
じ
て
「
死
」
と
遭
遇
す
る
だ
け
で
あ
り
、
病
苦
に
続
く
死
苦
の
実
際
に
つ
い
て
は
何
に
も
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
寺
社
に
お
け
る
宗
教
的
な
「
お
こ
な
い
」
と
医
療
が
明
確
に
分
離
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
人
は
そ
れ
ま
で
営
ん
で
き
た
生

老
病
死
の
四
苦
の
サ
イ
ク
ル
が
断
ち
切
ら
れ
、
突
如
と
し
て
宗
教
的
な
感
性
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
代
の

多
く
の
宗
教
が
「
ご
利
益
信
心
」
を
目
玉
に
し
て
勧
誘
し
、
そ
の
口
上
を
聞
け
ば
、
曰
く
「
あ
の
お
経
よ
り
、
こ
の
『
法
華
経
』
に
功
徳

が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
具
合
で
観
念
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
こ
そ
「
ね
え
ね
え
？
、
あ
の
人
な
に
か
信
心
し
て
い
る
ん
で
す
っ
て
！
」

と
い
う
具
合
に
、
そ
の
信
仰
の
あ
り
方
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
気
分
が
何
に
由
来
す
る
の
か
気
づ
か
ず
、
何
と
も
宗
教
的
な

こ
と
が
釈
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
人
の
ご
利
益
信
心
の
極
み
は
、
宗
教
的
な
詐
欺
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
宗
教
的
な
行
為

に
よ
っ
て
「
不
治
の
病
が
完
治
す
る
」、「
経
済
的
に
恵
ま
れ
る
」
と
い
う
ふ
れ
込
み
を
妄
信
し
、
手
遅
れ
に
な
っ
て
死
期
を
早
め
、
さ
て

は
経
済
的
に
破
綻
す
る
な
ど
、
自
身
の
妄
信
を
省
み
る
こ
と
な
く
告
訴
に
踏
み
切
る
事
例
は
、
常
に
新
聞
紙
面
を
賑
わ
せ
て
い
る
こ
と
な

ど
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
き
の
「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
・
祈
祷
の
取
締
」
に
よ
っ
て
、
庶
民
の
癒
し
を
引
き
受
け
て
い
た
寺
社
の
加
持
祈
祷
、
お
札

や
護
符
の
服
用
か
ら
養
生
医
療
ま
で
も
が
禁
止
さ
れ
、
生
老
病
死
の
四
苦
か
ら
病
苦
が
排
除
さ
れ
た
た
め
に
、
日
本
人
は
医
療
制
度
の
中

で
病
気
が
治
っ
て
も
、
人
は
死
ぬ
と
い
う
現
実
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
西
洋
の
治
療
医
学
が
病
気
の
治
療
の
み
を
目
的
と
す
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
明
治
政
府
が
敵
対
文
化
で
あ
っ

た
幕
藩
体
制
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
行
っ
た
施
策
で
あ
っ
て
、
治
療
医
学
そ
の
も
の
問
題
で
は
な
い
。
事
実
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
病
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院
に
は
、
チ
ャ
プ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
牧
師
が
常
駐
し
て
お
り
、
患
者
の
要
請
に
応
じ
て
、
病
気
平
癒
の
祈
祷
な
ど
を
し
て
い
る
。
と
く
に

イ
ギ
リ
ス
で
は
信
仰
治
療
な
ど
を
含
む
代
替
医
療
や
、
司
祭
や
牧
師
の
ヒ
ー
ラ
ー
に
よ
る
病
気
平
癒
の
祈
り
に
も
保
健
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
か
な
り
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◇
お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
文
化
の
断
絶
が
明
ら
か
な
る
と
、
現
代
の
仏
教
界
が
世
間
か
ら
葬
式
仏
教
と
揶
揄
さ
れ
て
い
て
も
、
ご
本
人
た
ち
は

ど
こ
吹
く
風
と
ば
か
り
に
意
に
介
さ
な
い
理
由
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
戦
後
間
な
い
昭
和
二
十
二
年
に
農
地
解
放
が
行
わ
れ
た
た
め
、

明
治
時
代
の
上
地
令
で
残
っ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
農
地
を
も
失
っ
た
た
め
に
、
習
俗
と
し
て
執
行
さ
れ
る
葬
儀
法
要
に
よ
る
施
収
入
（
お

布
施
の
こ
と
）
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　

世
間
か
ら
見
え
れ
ば
、
習
俗
の
葬
儀
は
ど
の
宗
派
で
も
僧
侶
が
ね
ん
ご
ろ
に
供
養
し
て
く
だ
さ
れ
ば
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
、
残
さ
れ
た

方
の
宗
教
的
な
ケ
ア
は
そ
こ
で
完
了
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
戒
名
料
や
、
葬
儀
料
な
ど
お
布
施
の
問
題
が
絡
ん
で
く
る
と
、
と
く
に
少

子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
た
現
代
で
は
、
ま
た
社
会
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
経
済
格
差
が
進
ん
だ
社
会
で
は
、
そ
れ
が
宗
教
者
の
「
お
こ
な

い
」
な
の
か
と
、
は
っ
き
り
と
は
声
に
な
ら
な
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　

世
間
の
方
々
が
抱
く
こ
の
種
の
違
和
感
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
著
名
な
高
僧
が
ど
の
よ
う
に
弁
明
し
て
も
分
が
悪
く
、
そ
の
風
評
は
檀
家

制
度
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
き
、
葬
儀
費
用
が
高
い
、
高
額
の
お
布
施
を
度
々
要
求
さ
れ
る
、
説
教
・
法
話
が
で
き
な
い
等
云
々
と
、
は
た

ま
た
釈
迦
・
宗
祖
・
開
祖
方
は
命
が
け
で
仏
法
の
真
理
を
弘
め
ら
れ
た
の
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
？
、
宗
祖
・
開
祖
の
名
を
か
た
り

自
ら
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
等
々
、
そ
れ
は
も
う
挙
げ
は
じ
め
た
ら
切
り
が
な
い
。

　

仏
教
は
釈
尊
の
時
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
日
本
で
も
、
全
て
生
き
て
い
る
人
の
た
め
に
教
え
が
説

か
れ
、
死
を
目
前
に
し
た
人
に
経
典
を
読
む
「
臨
終
勤
行
」
の
作
法
は
あ
る
と
し
て
も
、
死
者
の
た
め
に
読
む
お
経
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
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追
善
供
養
も
「
相
手
を
敬
い
尊
敬
す
る
行
為
」
に
転
じ
て
い
く
た
め
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
仏
教
教
団
は
葬
儀
と
無
関
係
で
な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
れ
は
単
に
「
死
者
の
冥
福
を
祈
る
だ
け
の
葬
儀
」
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
日
常
的
に
は
自
分
と
無
縁
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
死
が
、
身
近
に
起
こ
っ
た
た
め
に
、
人
は
「
死
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
」

を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
仏
教
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
「
生
老
病
死
」
の
四
苦
や
八
苦
（
四
苦
に
求
不
得
苦
・

会
別
離
苦
・
怨
憎
会
苦
・
五
陰
成
苦
）
の
事
実
が
、
よ
う
や
く
自
分
自
身
に
意
識
化
さ
れ
て
恐
れ
お
の
の
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
現
実
苦
か
ら
目
を
背
け
ず
に
、
克
服
す
べ
き
道
を
切
り
開
き
、
死
を
受
け
入
れ
た
と
き
、
死
を
抱
え
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
た
生
き
方
に
気
づ
く
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
じ
つ
に
葬
式
法
要
も
生
き
て

い
る
人
々
の
た
め
の
儀
式
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
あ
り
方
を
知
っ
て
か
知
ら
な
い
が
、
現
代
仏
教
を
葬
式
仏
教
と
い

っ
て
は
ば
か
ら
な
い
僧
侶
は
多
い
。
さ
き
に
挙
げ
た
が
現
代
の
よ
う
に
僧
侶
が
葬
儀
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
一

四
〇
年
ほ
ど
前
（
実
質
的
に
は
八
十
年
ほ
ど
）
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
の
家
庭
で
は
過
去
帳
を
遡
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
明
治
初
め
の
戒
名

が
見
つ
か
る
程
度
で
、
そ
れ
以
上
遡
っ
て
も
戒
名
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
さ
に
仏
式
に
則
り
戒
名
を
つ
け
て
執
り
お
こ
な
わ
れ

る
葬
儀
が
一
般
化
し
た
の
が
そ
の
頃
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
域
的
に
古
い
先
祖
代
々
の
戒
名
が
確
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
追
贈
（
つ
い
ぞ
う
）
と
い
う
形
で
、
子
孫
が
先
祖
代
々
の
戒
名
を
追
加
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
戒
名
が
見
あ
た
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
ご
先
祖
さ
ま
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
当
時
と
葬
儀
の
あ
り
方
が
違

う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
ど
の
よ
う
な
葬
儀
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
楢
山
節
考
に
み
た
世
界
そ
の
も
の

で
あ
る
。
死
体
は
「
人
捨
て
場
」
に
放
置
さ
れ
、
化
野
と
い
っ
て
限
り
な
く
風
葬
・
鳥
葬
に
近
い
土
葬
で
あ
っ
た
と
い
う
。
江
戸
時
代
の

農
民
町
民
、
武
家
階
級
で
も
下
級
武
士
た
ち
は
、
ま
さ
に
は
か
な
し
墓
な
し
で
、
地
方
で
は
村
外
れ
の
埋
葬
塚
に
、
町
中
で
は
寺
院
の
無

縁
塚
な
ど
に
化
野
さ
れ
、
そ
こ
で
塔
婆
の
一
本
で
も
立
て
僧
侶
の
読
経
で
も
供
養
さ
れ
れ
ば
大
変
丁
寧
な
葬
儀
だ
っ
た
。
お
分
か
り
の
よ

う
に
、
明
治
維
新
後
の
施
策
に
よ
っ
て
、
戸
籍
法
や
埋
葬
法
、
さ
ら
に
は
民
法
の
家
督
相
続
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
仏
教
文
化
が
変
節
さ
せ
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ら
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
現
代
人
が
思
う
ほ
ど
そ
の
時
代
の
庶
民
も
僧
侶
も
葬
儀
法
要
を
際
だ
つ
「
お
こ
な
い
」
と
し
て
受
け

止
め
て
い
な
か
っ
た
。
さ
き
の
よ
う
に
日
本
人
の
心
象
は
、
死
と
い
う
忌
む
も
の
は
秘
め
た
る
も
の
と
し
て
、
葬
送
儀
礼
は
夜
に
ひ
っ
そ

り
と
行
わ
る
も
の
と
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
宗
教
的
な
事
象
を
取
り
あ
げ
て
も
、
私
た
ち
に
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。
現
代
の
仏
教
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
な
が
ら
現
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
明
治
時
代

の
歴
史
年
表
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
明
治
以
前
の
寺
院
仏
教
や
僧
侶
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
現
代
の
仏
教
が
躓
い
て
い
る
布
教

教
化
の
問
題
な
ど
、
そ
の
理
由
が
ハ
ッ
キ
リ
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
現
代
教
化
を
志
す
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
念
頭
に
お
き

な
が
ら
調
査
研
究
を
行
っ
て
欲
し
い
と
老
婆
心
な
が
ら
希
求
す
る
次
第
で
あ
る
。
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〈明治維新前後の法令発布とその波紋を時系列で並べた年表〉

　（この年表は江戸・東京に限らず、重要事項は全国的な範囲で採録してある。なお明治５年
12月２日までの月日は太陰暦で示してある。）

○慶応４年（1868）
　３月13日　祭政一致並びに神祇官再興を布告（太政官）
　３月14日　五箇条の誓文（明治天皇が宣布した明治新政府の五箇条の基本政策）
　　　　　　内裏の仏事諸式を廃する
　　　　　　神祇事務局を置く
　　　　　　神仏判然の令　神仏混淆を禁ずる
　３月17日　新政府、神社の社僧・別当に還俗を命ずる。
　３月28日　 新政府、神仏分離令発布する（神社が仏語を神号とすること、仏像を神体とする

ことの禁止）
※  神仏分離令は廃仏段釈ではないが、神仏判然（神仏を明瞭に分けること）が仏教排撃と受取
られ、全国各地の神社の仏教関係の物件が破壊除去され、地域ごとの仏教寺院を宗派ごとに
合寺させられた。この神仏判然令以後排仏棄釈の運動が起こる。

※ 政府の神祇官事務局の指導者は敬神排仏＝排仏棄釈の方針で伊勢神道を頂点とする神道国教
化政策を取る。また政府は神社内部から仏教的要素を除去するため神仏分離を命じた。やが
て朱印地（江戸幕府が寺社に与えた土地）・黒印地（大名が寺社に寄進した土地）は上地
（官有地化）され、律令制度における神祇官制に基づく社格制度が設けられるようになる。
　５月10日　幕末以来の国事殉難者と戊辰の役の殉難者の霊を京都東山に祭配するように布告
　６月29日　太政官によって招魂祭執行される。
　12月　　　徳川幕府の終焉→門跡法親王の復称、内裏仏式の廃止
※ 反仏教運動の展開が始まる。
　・神社の神体であった仏像の排除
　・神前に備えた仏具の廃止
　・神式における僧侶の参加の禁止
　・ 神宮寺の破壊（神宮寺とは、神仏混淆の現れてとして神社に付属しておかれた寺院のこ
と）

○明治元年（1868）
　９月８日　明治と改元される
　10月18日　 日蓮宗諸本寺に三十番神等神祇称号混用禁止を布達、三十番神配嗣、蔓茶羅中へ

の天照大神・八幡大神の勧請、経帷子への神号使用を太政官が禁止する
　12月８日　仏教各宗、仏教護持と邪教排斥のため諸宗同徳会盟を結成する
※ この年、天皇東幸（10月13日東京着）に当たり、神一祇官は御府内の神社十社を准勅祭神社
に指定される。
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　以下はそれぞれ改称例。
・山王権現＝観理院城琳寺を日枝神社
・神田明神＝神田山日輪寺を神田神社
・芝神明社＝金剛院を芝大神宮
・赤坂氷川明神＝聖護院派触頭大常院を氷川神社
・根津一権現＝昌仙院を根津神社
・白山権現＝護念山心光寺を白山下位
・亀戸天神社＝天原山東安楽寺聖廟院を亀戸天満宮
・冨ヶ岡八幡宮＝大栄山剛禅院永代寺を富岡八幡宮
・北品川牛頭天王＝正徳寺を品川神社
・王子権現＝禅一恥山金輪寺を王子神社

○明治２年（1869）
　華族、士族、平民の族称が新設される
　６月29日　 東京九段に明治維新達成のための犠牲者3588柱を招魂社として配った（後の靖国

神社）
　７月８日　 官制改正、神祇官・太政官の二官をおき、宣教使（祭政一致・惟神を徹底させる

ための役職）設置
※ 神祇官の独立、神祇官を太政官（国政統括の最高機関）の上に置き民部省に寺院寮を設け寺
院項を管掌させる。

△以下は完全な廃仏を実施した神宮
・伊勢神宮領内
・鹿島神宮領内
・隠岐島領内
・鹿児島領内
△ その他の地方では領内の騒動として、また有力者の調停で中止となったが、地方官庁によっ
て朝令は仏教を排斥と信じて廃仏を実行した。どのような廃仏が行われたのか。

・仏像仏画の焼き捨て
・寺院、堂塔の破壊
・僧尼還俗またはこれの虐使
　９月　　　集議院で氏子改（うじこあらため）規則を討議
　11月　　　鹿児島藩領で排仏、寺院1066寺を廃止、僧侶2964人還俗
　12月17日　白川・吉田両家奉斎の八神を神祇官仮神殿に迎え、鎮座祭・鎮魂祭を行う

○明治３年（1870）
　１月３日　 大教宣布の詔勅（明治17年まで存続）。要旨は「治教を明らかにし惟神（かんな

がら）の大道を宣揚すべし」というものである
　４月23日　 政府、「宣教使心得書」を定め、皇道主義に基づく国民教化運動を開始し、教導
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隊を編成する
　７月７日　大谷光煢（こうけい）函館到着
　８月９日　民部省に社寺掛設置（10月20日に寺院寮と改称される）
　８月　　　信州松本藩で排仏、領民を神道に改宗させる
　10月27日　富山藩で排仏、領内の寺院を一宗一寺とする
※ 明治３年に岩倉具視が朝廷会議で講じた「富国策」で教育について「国造りのために、まず
必要なこととして、国民皆教育の理想をかかげ、そのための手段として、国家が中心になっ
て初等教育（小学校）、中等教育（中学校）、高等教育（大学）の教育機関を全国にシステム
的に設置すべきである（天下ニ中小学校ヲ設置シテ大学ニ隷属セシム可キ事、天下ニ不教ノ
人民ナカラシムルニハ、府藩県各二三箇所ノ中学校ト数十百箇所ノ小学校ヲ設置セシム可キ
事……）」と述べている。このような教育システムが大学中心（大学ニ隷属）ということは、
この頃から東大中心のシステムが考えられていたことが分かる。

○明治４年（1871）
　１月５日　 境内を除いて、寺社領を上知、かわって廩米（蔵米、くらまい）を支給すること

を決定、その事務の管轄を府県とする（太政官）
　１月５日　社寺領上地令出される（社寺領の国有地化）
※ 寺領に依存してきた寺院に経済的影響を与えたのは、明治４年１月と８年６月の二回にわた
る上地令である。前者は落籍奉還と同じであり、後者は地租改正の一環であったが、寺院の
上地は、寺院の経済的基盤に大打撃を与えた。

　３月８日　三河菊間藩で浄土真宗徒3000人、護法一捺を起こす
　４月４月　戸籍法改正、宗門人別帳・寺請制度廃止される
　　　　　　 新戸籍法33則のうち第20則は「６ヵ年毎の戸籍改のとき、氏神の守り札も同時に

検査すること」なる
※ 明治維新は幕藩体制を払拭し日本の近代社会を目指した。それがために戸籍法の制定が行わ
れた。それまではその家代々の屋号の襲名が行われていて、個人の特定ができない、そのた
め皆が姓名を名乗る必要があった。村社会、家社会から個人の社会への変革が行われたとい
える。

　５月14日　神社はすべて国家の宗祀たるべきこととし、世襲神職を廃止する
　７月４日　 大小神社氏子取調規則を定め、これより全国の氏子調査による氏子台帳を作成す

る
　８月８日　神祇官を神祇省とする（神祇官の格下げである）
　８月　　　 朝廷、勅願所・勅修法会を廃し、宮中の仏像を泉涌寺（京都市東山区）に移し仏

教色を一掃する
　10月　　　葬儀埋葬法制定
※ 江戸時代後期には、埋葬の時にはほとんどが座棺であった。そして、この座棺の製作を一手
に担っていたのが桶屋であった。この時代には葬送儀礼と業者の関係はこれくらいであった。
さらに葬列は夜にひっそりと行われていたものであった。明治になると埋葬法が戸籍削除の
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ため葬儀埋葬法が制定され、また翌年自葬を禁じ僧侶神官へと依頼するように布告される。
　 そうなると裕福な商人相の営む葬儀は大掛かりとなり、葬列は夜から昼間に、町中を練り歩
くようになって、葬送に直接関係しないヒトまでも葬儀に関わるようになり、都市部では地
縁共同体とは別に営利を目的とする葬祭業者があらわれるようになる。花車・位牌輿などこ
の時期にはじまったという。

　10月３日　宗門人別帳（寺請制度）廃止
※ 明治５年の壬申戸籍では氏神・氏寺が形式的ながら並列されていたが、明治４年の戸籍法改
正では共に抹殺されている。

　10月14日　六十六部を禁止
※ これは廻国巡礼の１つで、書写した法華経を全国66箇所に一部ずつ納める行脚僧を禁止した
もの、もとは六部とも略称、はじめは巡礼だったが物乞いの一種と扱われた。

　10月28日　 普化（ふけ）宗を廃し、その僧を民籍に編入、虚無僧の特権破棄、尺八が一般人
の楽器となる

○明治５年（1872）
※ この年は特記すべきことが重なる。尊皇思想は祭政一致の国是となり、一方神仏分離の令達
は仏教軽視をもたらし、廃仏毀釈へと繋がり仏教は失意の中に落ちた。徳川時代には保護特
権の内にあった仏教は、何らなすところがなかった無為無策でもあった。その結果、神官と
僧侶の一団をも加えた教導職十四級と続いて大教院の設置となった。明治５年に始めて神儒
仏併合の教師養成と人民の教化を行った。キリスト教信仰の解禁も行われた。また、僧侶は
一家の相続者である嗣子と同様に兵役の義務を免除された。しかし、徴兵逃れで出家する者
があったため、その後は兵役免除を解除され、僧侶も俗人と同様に兵役に服した。殺人行為
までも強制されるようになった。

　２月　　　ギリシャ正教会ニコライ、函館より上京して伝道開始
　　　　　　神祇省を教部省と改称、同時に宣教使も廃止
　３月14日　神祇官廃止、教部省を設置する
　３月15日　教部省、神田明神の祭神（二ノ宮＝将門）に異議を唱える
　　　　　　一向宗の名称、真宗と改称される
　３月18日　元神祇省鎮座の天神地祇八神を宮中に遷座することを決定
　３月27日　神社仏閣の地の女人禁制を廃止する
　４月25日　僧侶に肉食・妻帯・蓄髪および法要以外での平服着用を太政官が許可する
※ 「自今僧侶の肉食妻帯は勝手たるべき事、但し法要の他は、人民一般の服を着用して苦しか
らず」と布告、これは国家が僧侶の破戒を禁じないだけで、敢えて奨励してはいない。

　　同25日　宣教師を廃し教部省管轄の教導職を設置し、神・儒・仏あげて教導職に任命する
※ 宣教使を廃し、神官とともに僧侶を教導職十四級に組み込み、三条教則による国民教化活動
を推進した。11月には設立した大教院をによって、神社・寺院・説教所を小教院として三条
教則に基づき教導することを命ずる。しかし仏教教義は説けず、仏教用語の使用は禁止され
た。12月、真宗の島地黙雷は「大教院分離建白書」を提出、三条教則批判書を教部省に送り、
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分離運動を展開、明治８年１月に真宗各派の大教院離脱が認められた。同年５月大教院解散
する。

　４月28日　 教部省、国民教化の基本大綱（教則三条＝敬神愛国・天理人道・皇上奉載）を教
導職に示す

　５月　　　教部省は仏教各派の要請により、大教院・中教院・小教院を設置
　　　　　　 神仏合併の大教の宣布と教導職講学のための合同組織（民間団体だが教部省の所

管を設置）
　５月10日　各府県の教導職は一斉に神道の教説をはじめる
　６月　　　僧尼にも一般人と同様に服忌に服させた
　６月28日　太政官、自葬を禁止、必ず神宮・僧侶に依頼するように布告
　７月８日　香具師の名称廃止される
　７月13日　東京府、青山・渋谷に神葬地を定める
※ 青山霊園の起こり、11月28日に雑司ヶ谷・駒込にも設置
　７月　　　 教部省、大教宣布の中枢機関として神仏併合大教院設立（神仏合同の布教を統

括）
　７月　　　大教院を麹町元紀州侯邸に置く、中教院は各府県に一院ずつ設置
　８月　　　神仏各宗合同の研究・教育機関として神仏合併大教院の設立の布告
※ 神祇省を廃して教務省を置いて仏教を監督し、宗教的統制から行政的な管理へと転換される。
日蓮宗ではこれを機に、新井日薩が中心となり日蓮門下の諸檀林を全廃して、芝二本榎承教
寺内に日蓮宗の僧侶養成のための宗教院（明治８年併合大教院が廃され各宗派別大教院がで
きると、大教院に転用される、立正大学へと連なる）を独自に創設し、自らも中等学助教と
して教鞭をとる。

△大教院設立前に
・教導職14級を置き
・各宗館長職を設け
・各宗各派一斉に自己の説法を止めて教憲を説くべきことを指示する
・大教院を中央に置き、各宗派寺院を小教院とする。善光寺その他由緒寺院を中教院とする。
・大教院教頭に相國寺荻野独園師　副教頭を本願寺大谷光尊師を任ぜられる。
※ この法難打開のため、西本願寺は連枝梅上沢融、島地黙雷、赤松連城三師を渡欧、東本願寺
は新法主大谷光宝、石川舜台等諸師を海外へと派遣し、諸外国の宗教情勢調査をする。

　８月８日　 太政官は神宮をすべて教導職に補し、９月には神祇省の事務を引き継いだ教部省
を東西両部に分け、それぞれに管長を設置した。東京府はいずれにも属さず、伊
勢神宮では明治６年１月、東京府下に神宮教会・愛国講社を開き大教宣布に従事
した。これは日比谷大神宮の原形である。

　８月13日　各神社は小教院となる
　８月27日　芝の金地院に神儒仏三学を開講（後に麹町紀尾井坂の旧紀伊徳川邸跡に移転）
　９月　　　僧侶に苗字を称ぜしめ、一般在家と同様にさせられた
　９月15日　修験宗を廃止し、天台・真言二宗に所属させる
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　９月３日　一宗一管長の制とする
※ 日蓮宗・天台宗・真言宗・浄土宗・禅宗・時宗・真宗の七宗に、一宗一管長制を定める通達
が出された。日蓮門下各派は一致派と勝劣派に分かれていたが、ここに日蓮宗と総称し、交
代制の管長制度を定め、顕日琳が管長として就任した。日琳は本成寺派、現在の法華宗陣門
流総本山越後本成寺住職であり、一宗一管長制における日蓮宗初代管長は勝劣派から出た。

　10月25日　教部省を文部省に合併し、文部卿大木喬任、教部卿を兼務する
　11月９月　太陽暦採用し、明治５年12月３日を明治６年１月１日とする
　　　　　　教部省はこの日に僧侶の托鉢を禁止（解禁は明治14年８月５日内務省布達）
　11月15日　 神武天皇即位の年をもって紀元とし、即位日１月29日を祝日にすることを決定す

る
　11月　　　東京府、府下神社数並びに社格調べを実施する
　11月　　　 設立された神仏併合大教院によって、神社・寺院・説教所を小教院として三条教

則に基づき教導することを命ぜられ、それによって仏教教義は説けず、仏教用語
の使用も禁止された

　12月　　　 真宗の島地黙雷は「大教院分離建白書」を提出、三条教則批判書を教部省に送り、
分離運動を展開

※ この年、東京大学では高橋好雪が在俗の身でありながら、禅宗において宗門第一の書である
「碧巌録」を講じたという。その時、臨済の大本山妙心寺は、好雪の師匠願翁禅師に対して
「碧巌臨済の二録は僧侶であっても、師家の分上でなかれば、講ずることを許さない。まし
てや在俗の分際でこれを講ずるのは以ての外」として禁じたという。本来の出家仏教が在家
仏教化したということである。とくにこの時代に一宗一派に偏らない通仏教的なあり方を在
俗が求めたということである。

○明治６年（1874）
　１月４日　 人日（じんじつ）以下五節句の一つ（七種粥など）を廃止し、神武天皇即位日・

天長節を祝日とする
　１月15日　 梓巫女（あずさみこ）、市子（神巫・巫子）、憑祈祷、狐下げなどを禁止する（迷

信の禁止）
　　　　　　東京府、神宮の民籍編入
　１月10日　僧侶の位階を廃止する
　１月22日　尼僧の蓄髪・肉食・婚姻・帰俗を自由とする
　１月　　　出雲大社敬神講（のち大社教）設立する
　２月５日　芝山内に大教院を設置する
　　　　　　神仏の混交を廃止する
　２月６日　神仏併合大教院を増上寺内に移転する
　２月９日　 教部省、国民教化の要項として「十一兼題」を制定し、「十七兼題」として再配

布する
　２月10日　教部省、神宮・僧侶のほか、有志者が教導職となることを許す
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※ このため講釈師、芸人などで教導職になる者がでる
　２月14日　神社氏子守札と産子町名を定める
　２月24日　キリスト教禁止令解除し当面は黙認する
　３月４日　 越前の大野・今立・坂井郡で、ヤソ教反対を叫び、真宗農民3000人、護法一揆を

起こすが月末に鎮静する
　４月　　　 増上寺、大殿の本尊阿弥陀如来像を台徳院霊屋に移し、代わりに皇祖大神を安置

する
　５月29日　太政官、氏子調べの施行を中止する
　６月　　　大教院開院の公式法要を行う
※ この時には皇祖天神まつる法要に僧衣は許されない、神仏判然は僧侶の神祭への禁止を意味
した。この時、大教院教頭は相國寺荻野独園師　副教頭を本願寺大谷光尊師で、大教院の公
職の教頭、副教頭は参加せざるを得ず。また官長・大教正も同様に神官の制服（烏帽子・下
垂を着して、神饌・魚具・榊供を奉献する）が強要され、神饌供奉となる。

　７月13日　山梨県、旧暦盆の廃止を勧告、新潟その他の県でも同様の指示する
　７月18日　太政官布告、火葬を禁止する（明治８年解禁）
※ 火葬禁止の対象となった葬送施設。
・小塚原安楽院（天台）
・永安寺・西秀寺・教受坊・随円寺（真宗）
・称名寺・秀保院・恵日院（浄土）
・清光院（禅）
・浄光院（真言）
・宗源寺・高雲寺・乗蓮寺・宝林寺（日蓮）
・深川霊巌寺（浄土）
・治心寺（日蓮）
・砂村新田　阿弥陀堂（浄土）
・今里村　芝増上寺下屋敷（浄土）
・代々木狼谷火葬場
・上落合村　法界寺（日蓮）
・桐ケ谷村　霊源寺（浄土）
　７月29日　教部省、仏教各宗その他民間諸宗教間の転宗転派を許可する
　８月24日　「教会大意」を発行する（教導職関係記事あり）
　８月31日　修成講社（のち神道修正派）設立する
　９月18日　富士一山講社（のち扶桑教）設立する
　　　　　　皇室の豊島岡墓地で葬儀行われる
　10月15日　伊藤六郎兵衛、登戸で丸山教（富士信仰系）を開教する
　10月23日　私有地の墓地の新設が禁止となる
　10月23日　大教院・中教院規則発布される
　12月17日　神田神社祠官本居豊岡穎穎、府知事宛に将門霊位を別殿に紀りたい旨願書する
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　12月31日　大教院のある増上寺が放火で炎上する
※ 明治６年この年の日本在留の新宣教師はその妻を含めて56人であり、その後11年には宣教師
は100人に達し、19年には教会数192・信徒数13000人、23年には教会数300、信徒数34000人
に達したという。

○明治７年（1875）
　１月20日　僧尼の族籍帰属について規定される
　２月　　　融通念仏宗独立する
　２月２日　聖公会ウィリアムス主教、築地居留地に英語学校（後の立教学校）設立
　２月13日　 東京府知事大久保一翁、将門霊位の別殿移社を許可し、遷座祭は明治11年11月挙

行される
　２月　　　大教院、雑誌の『教会新聞』を刊行し始める
　３月12日　教部省通達により日蓮宗一致派の派名を公称する
　３月13日　法華宗各派の管長設置を公許する
※ 各派ごとに管長を置くことが認められ、日蓮宗一致派と日蓮宗勝劣派に分けられた。一致派
は新居日薩を初代管長とし、勝劣派は興門派・妙満寺派、本成寺派・八品派・本隆寺派が交
代で管長職を決め、初代管長に八品派の釈日実が就いた。

　３月　　　教部省、神田神社の「神田大明神」の勅額を外すことを命ずる
※ この額は寛文11年（1671）、霊元天皇の命で大炊御門経孝が染筆したもので、教部省と東京
府の聞の妥協で、太政大臣三条実美筆の「神田明神」を掲げた。

　４月28日　教導職試補以上の資格のないものの説教を差し止め
　６月７日　医療・服薬を妨害する禁厭・祈祷の取締を命令
　６月22日　 東京府、朱引内での埋葬を９月以降禁止し、青山・染井・谷中・小塚原・深川・

亀戸に神葬による共同墓地の設置を決定する
※ 朱引内とは、御府内のことで、江戸城を中心にして、四方、品川大木戸・四谷大木戸・板
橋・千住・本所・深川以内の地を指す。

　７月29日　教部省、仏教各宗その他の民間諸宗教相互間の転宗転派を許す
　８月17日　 神田神社本殿に大洗磯崎神社（茨城県）の祭神少彦名命の分霊を祭ることで、地

元の神田っ子大いに反発
　９月19日　天皇、板橋蓮沼の大演習視察の帰路、神田神社で「休憩」
※ 神田神社では、この年の９月15日の祭礼は明治17年９月15日まで「中止」、この時点で天皇
が東京付近で「拝礼」した神社は靖国神社と大宮氷川神社の二社だけである。

※ 日蓮宗関連では、この年に越後（新潟県）柏崎妙行寺の住職であったが、教務省より「若く
して大人物」と称して、身延山久遠寺65世住職の申達の命が下っている。時に新居日薩は45
歳であった。

○明治８年（1876）
※ 大教官一布と神道教導職の気脈を通わせるために、東京に神道事務局が置かれた。事務局は
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下部機関として府県に一分局、数支局、別に教導職養成の生徒寮を置した。
　１月　　　真宗各派の大教院離脱が認められる
　２月　　　真宗各派が大教院より離脱する
　３月28日　神道関係の教導職ら、大教院廃止に先立ち神道事務局を組織する
　４月13日　神宮以下の神社祭式を定める
　５月３日　神仏併合大教院が廃止され、各宗派で大教院の設置が義務づけられる
※ 各宗派で大教院の設置が義務づけられると、日蓮宗は独自に創設した宗教院を日蓮宗大教院
として再出発する。日蓮宗では同年５月東京芝二本松承教寺内にあった宗教院を大教院と改
称し、宗内の教育機構を充実させるため全国を９教区に分け、８区に中教院を設置し傘下に
小教院を設けた。同18年１月には大教院は大檀林と改称、同28年６月には大檀林・中檀林・
小檀林と改称され、大教院（大檀林）を頂点とする教院体制が整備され、宗門子弟の教育機
構が確立される。このような教院体制は、初代管長であった新居日薩の強権下で維持運営さ
れていたが、日薩没後（同21年８月）になると体制の維持は困難となり、大教院（後の立正
大学）以外は消滅することになる。立正大学への経緯は、さきの明治５年の大教院設立に始
まり、８年６月日蓮宗大教院、17年９月に日蓮宗大檀林、36年６月に日蓮宗大学林、38年４
月に日蓮宗大学へと改称、大正14年４月に現在の立正大学の名称へと改められている。

△立正大学学長を列挙する。
　　　　　　新居日薩　明治５年８月　大教院創立
・初代学長　小林日董　明治37年４月１日～明治38年７月31日　1904年～1905年
・学長事務取扱　本間海解　明治38年７月31日～明治39年５月　1905年～1906年
・２代学長　小泉日慈　明治39年５月～明治43年５月31日　1906年～1910年
・３代学長　本間海解　大正７年６月１日（追薦）　1932年
・４代学長　脇田堯惇　明治43年５月31日～明治44年４月11日　1910年～1911年
・学長事務取扱　風間隨学　明治44年４月11日～明治45年６月11日　1911年～1912年
・５代学長　久保田日遙　明治45年６月１日～大正３年４月11日　1912年～1914年
・学長事務取扱　風間隨学　大正３年４月16日～大正３年10月１日　1914年
・６代学長　杉田日布　大正３年10月１日～大正５年３月31日　1914年～1916年
・７代学長　風間隨学　大正５年４月１日～昭和４年５月28日　1916年～1929年
・８代学長　清水龍山　昭和４年５月28日～昭和５年７月３日　1929年～1930年
・学長事務取扱　望月日謙　昭和５年７月３日～昭和６年２月24日　1930年～1931年
・９代学長　望月日謙　昭和６年２月24日～昭和７年９月５日　1931年～1932年
・10代学長　関本龍門　昭和７年９月５日～昭和10年９月４日　1932年～1935年
・11代学長　清水龍山　昭和10年９月４日～昭和16年３月25日　1935年～1941年
・12代学長　守屋貫教　昭和16年３月25日～昭和17年８月９日　1941年～1942年
・学長事務代行　浅井要麟　昭和17年４月１日～昭和17年９月18日　1942年
・13代学長　井村日威　昭和17年９月19日～昭和19年10月21日　1942年～1944年
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　５月23日　火葬禁止を解禁する
　５月31日　火葬場の復活
　６月24日　火葬場設置の条件を定める
　９月８日　僧尼私度（自由に出家すること）の禁を解く
　９月25日　私度禁止の制を解き、得度後、所管の役所に届け出ることにする（太政官布告）
　11月20日　神仏各管長宛に諭達（官府から降れさとすこと）
　11月20日　社寺の秩禄、米額の制を廃し、金禄に改める
　　　　　　神仏各宗に対し信教の自由を達する
　　　　　　大教院解散で国民教化政策は後退する
※ 各宗派別の大教院（大中小教院）を設置され、さらに神仏合同の教説の禁止を令発する。さ
らに火葬の禁が解かれ、説法の自由、転宗転派の自由、鹿児島・琉球・支那の開教の自由、
隠岐の仏教再興も許される。とくに肉食妻帯勝手たるべしは、従来の禁を解いたことに止ま
り、宗規には関係ない旨も通達された。

○明治９年（1877）
　２月３日　一致派名廃止の伺いを承認、単称「日蓮宗」許可
　２月２月　黄檗宗復立する
　２月27日　 日蓮宗の一致・勝劣二派制崩れ、一致派は日蓮宗と改称、勝劣派は妙満寺など五

派にわかれ独立を許される
　３月　　　祭礼・開帳等の風俗取締
　４月10日　日蓮宗不受不施派の派名再興および布教を許可
　５月18日　寺院旧領秩減禄調べ行われる
　６月17日　仏像等の東京府管内開帳禁止される
　８月20日　東本願寺、上海に別院を創建する（海外布教の初め）
　９月５日　江戸時代初期以来、一向宗禁制の鹿児島県で、真宗の布教解禁する
　10月23日　神道黒住派・神道修成派、神道事務局より分離独立する
※ 同志社の学生が主体となり、京都に第て第二、第三の基督公会設立する
　11月28日　親鷲に見真大師号贈られる
※ 外来説の地球説と須弥山説の議論が行われたという。

○明治10年（1878）
　１月19日　教部省・警視庁を廃止して、内務省に社寺局を置く
　４月　　　幕府の藩調書所（開成所・開成学校）が東京大学と改称された
　12月８日　神宮並びに官・国幣社の神宮を祭主・宮司・禰宜・主典・宮掌の諸職にわける
※ この頃の仏教界の動向として、さきの迫害行為が行われた期間に、仏教者は一般に興学布教
の両方面において努力した。西本願寺は学林を拡大させ育英に重きを置き学制を改め、従来
の修学・暦学・儒学・破邪学の５科組織を専門普通の２科組織とし、さらに大教校・中教
校・小教校の３校制度とした。東本願寺は高倉学寮を貫練場と勧学所とする。養鶏徹定師は
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知恩院内に華頂学校を開き育英に努める。曹洞宗の専門学校、智積院の勧学院など、仏教各
宗派はそれぞれの学林を保存するために努力していた。日蓮宗は先のように大教院を設けて
いる。しかし、その教育方向は大学制度を模倣し一般人を含む教育へと様変わりしていた。
実学中心となった。

※ この年に井上円了師に影響を与えた井上哲治郎博士（フェノロサ博士も）に開成学校から東
京大学へと入学し哲学を専攻し、哲学としての仏教に着眼する。廃仏毀釈の跡を受けた明治
仏教は、哲学の虎の皮の威をかりた仏教である（宮本正尊）。また開成学校から東京大学と
改称され、大学の公称をしたのもこの年である。

○明治11年（1879）
　12月20日　真言宗、新義・古義分立し、各管長を置く
※ 西本願寺が大学林条例、奨学条例、安居条例、教会条例を発布し、他に類例のない俗人の教
養を主とする普通教校を起こし、内外の留学生を派遣し、教学両方面にその陣容を整えた各
宗派と同様の施設を完備し、さらに宗制寺法をさだめ、教師住職の資格を高めた。また具舎
論、唯識論など仏教学、梵語学などの学問的な整備、縮刷一切経をはじめとする仏教文献が
整備され始め形になった時代でもある。

○明治12年（1880）
　１月　　　東京府、禁止中の三河万歳を、御祝儀謡曲の名義で興行を許可する
　５月４日　西本願寺大教校開校（後の龍谷大学）
　６月４日　東京招魂社、靖国神社と改称する
　６月４日　東京招魂社を靖国神社と改称別格官幣社
　６月28日　 神社・寺院の実態把握のため、府県に対し神社・寺院明細帳の調製を命ずる（内

務達）
　９月29日　真宗に見真の勅額下賜
　11月　　　道元に承陽大師号を下賜
※ この年に仏教は随意聴講制度のもと、仏教購読として始めて東京大学で仏教が講ぜられるよ
うになる。原坦山師によって賢首法蔵の『大乗起信論』が講ぜられた。当時の哲学界に受け
いられたという。

○明治13年（1881）
　田中智学、横浜で蓮華会を設立する
　小川泰堂編の木版本『高祖遺文録』刊行
　５月　　　日蓮宗宗務局、『妙法新誌』を発刊する旨番外達書を発する
　６月　　　島田蕃根翁　一切経刊行事業はじまる（明治18年７月終わる）
　10月12日　基督教青年会、上野精養軒で野外大演説会開催（最初のキリスト教大演説会）
　12月28日　教育令を改正（中央集権を強化）
※ 明治13年東大文学部第一回卒業生　井上哲次郎・和田垣謙三・岡倉覚三等８人、この中で井
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上は明治15年に助教授となり、東洋哲学史を講ずる。さらに16年から17年の聴講生から井上
円了等の俊英が輩出される。とくに井上博士はアカデミーックな哲学を持って社会啓蒙運動
を行う。

○明治14年（1882）
　１月　　　神道事務局神殿の祭神を巡る神道界の内争が激化し、伊勢派と出雲派が対立する
　１月25日　内務省、勅命により東京に神道大会議を招集する
　２月23日　会議の結果、祭神は宮中所斎の神霊と勅裁される
　２月　　　東京府、従来禁止中の獅子舞を許可し、営業鑑札を下付する
　３月21日　日蓮没後六百年につき、総本山身延山久遠寺で遠忌開かれる
　６月25日　この遠忌は日蓮宗大教院でも開催する
　８月15日　僧侶の托鉢の禁を解き、各宗管長より免許証を交付させる
　10月３日　神社・寺院以外の場所（教院・教会所・説教所など）での葬祭執行を禁止する

○明治15年（1883）
　１月４日　軍人勅諭発布
　１月10日　神社は宗教に非ずとの政府方針で京都の八坂神社は八坂教会説教所と改称
　１月24日　神宮の教導職兼補を廃し、葬儀に関与しないものとす（内務達）
　　　　　　府県社以下の神宮は明治17年８月まで従来通り（実際には昭和初年まで続く）
　３月　　　不受不施講門派名再興および布教を許可
　４月26日　明治16年暦から本暦および略本暦は伊勢神宮より頒布することを決める
　４月30日　伊勢神宮、神宮の研究・教育機関として、神宮皇学館創立する
　５月12日　 天理教、地元警察の弾圧を受け、礼拝対象の〈かんろだい〉を破壊され、石材を

没収される
　５月15日　神道事務局より神道神宮派・大社派・扶桑派・実行派・大成派・神習派が独立
　６月26日　真言宗より法相宗が独立
　９月２日　 神奈川県橘樹郡末長村村民30人余、隣村久本村でコレラ病死人を火葬にしようと

したのを忌み嫌い、集合して不穏、警察官の説諭で解散
　９月28日　神道御岳派、神道大成派より独立
　10月10日　曹洞宗の大学林専門学本校開校（駒沢大学の前身）
　11月４日　神道事務局設立の皇典講究所開校式（国典研究と神宮養成が目的）
　12月　　　浄土真宗東本願寺、貫練教校を真宗大学寮と改称（後の大谷大学）
※ この年に神宮と教導職の分離により神道事務局の存在意義が失われる。

○明治16年（1884）
　３月15日　教会・講社結集・説教所などの設置条件を緩和、地方庁に届け出でをすればよい
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○明治17年（1885）
　田中智学、東京で信者組織の立正安国会を設立する
　３月　　　 北陸筋の婦人真宗信徒、大谷派本願寺再建用の縄材として、毛髪2500貫を寄進す

る
　５月15日　明治３年より中絶していた京都の葵祭り復興する
　８月11日　神仏教導職を廃し住職任免などを各管長に委任する
※ 住職の任免、教師の等級進退など各管長に委任し、各教規・宗制を制定させる。神仏各派管
長の身分、勅任官扱いとなる。

　９月15日　 神田神社祭礼十年ぶりに挙行され、山車46台が勢揃いしたが、昼ごろから台風襲
来、全国の死者530人、東京府内の全半壊家屋3200戸の大災害の中で、山車の大
半は破損し使い物にならなくなる。16日の『時事新報』では「大事の大事の宵宮
よりして八百八町を荒れ廻わりて」とある

※ 井上哲治郎博士はこの年から約７年ドイツ留学し、Kuno Fischer, Zeller, Wundt, Hartmann
等の哲学者、Weber, Windisch等の梵語学者、Oldenberg, Max Muller, Kern, DEussen, 
Buher等のインド学者等に学ぶ。

○明治18年（1886）
　１月　　　田中智学、立正安国会を創立（のちの国柱会）
　４月　　　本願寺大谷光尊法主神学移入を批判する
※ 京都において、本願寺大谷光尊法主は西洋の精神文明の活動をみて、教外神学の移入は日本
において有害だと喝破する。学校制度が修学や儒学などの５科組織であったものが、仏教教
学の一般化（通仏教化）を企てられ、さらに普通教校を創立して広く一般人を招き入れ、一
般学科として英語を教授し、仏教学を普及し、仏教教学の組織を近代化し、神学の移入に対
してひたすら教学の普及に努めた。

　 この時代はほかに高等学校もなく、仏教界にもほかに一般人を主とする学校はない。外人を
雇って英語を教え、将校を招いて歩兵を操練し、多くの学者をして内外の学を授け、ことに
近代科学は数学、代数、幾何学、植物、化学、地理学など、ほとんどが英書で教授されてい
た。それを物語るように当時の学生が組織したものは、禁酒会（反省会）、海外宣教会など
であり、雑誌では反省会雑誌（中央公論のこと）、海外仏教事情、英文雑誌、ビジョー・オ
フ・エシア（後の英文雑誌反省及、ゼ・オリエント）などである。

　５月23日　天理教、神道本局部属六等教会となり初めて合法化する
　６月　　　日本正教会、教会数84、信徒数１万1275人
　12月22日　太政官制廃止、内閣制度確立する

○明治19年（1887）
　１月11日　 神道事務局、神道本局と改組し、教名を神道と称し以後、教派神道の独立教派の

扱いを受ける
　１月　　　この頃、東京で神・仏式の葬式一切を廉価で行う東京葬儀社創立する
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　２月１日　和歌山に古義真言宗大学林設立する（後の高野山大学）
　６月７月　東大寺、浄土宗を離れて華厳宗となり独立する
　９月　　　静寛院宮の御遺言「仏葬に依れ」
※ 長野県令は皇族仏葬に反対し、政府に進退伺いを提出する。神仏判然の布告が、破仏化した
地方が多かったという。

※ この年に東京大学は帝国大学令にのっとり帝国大学となる

○明治20年（1888）
　３月　　　官・国幣社の神官を廃し神職を置く、宮司、禰宜、主典の職制となる
　４月10日　天理教、形式上、本部を一時東京に移し、東京府知事より教会設置を許可される
　11月21日　金光教、神道本局六等教会となり合法化する

○明治21年（1888）
　８月　　　 本間海解・佐野前励、日蓮宗革命党（改革党）を名のり、廃本合末中心の革命綱

領を宣言し、「日蓮宗革命党搬文」を配布する

○明治22年（1889）
※ 明治仏教の肉食妻帯について
　「喜田貞吉」19才のとき第三高等中学が大阪から京都へと移転したため、京都へと転居し浄
土宗の寺院にしばらく間借りをして通学した。するとその寺には小母さんと呼ばれる婦人がい
て、それがまた在俗の妻のように立ちふるまっており、子供にお乳を飲ませたり、台所で魚を
さばいたり、あるいは公然と参詣の檀信徒に接待しているのを見て、奇妙に思った。
　お寺さん方には失礼なことだが、いかにもそれを不愉快に感じたものだった。自分の郷里の
お寺は曹洞宗所属の寺院であったので、戒律がそれなりに喧しくいわれていた。仮に寺に大黒
と呼ばれる婦人がいても、それを世間に公表することはなく、また陰で魚肉を口にしていても
人前でそれを頂くといくことはなかったので当時の私は僧侶は精進が保たれるものと映ってい
た。その小母さんがいるのはその寺ばかりではなく、また大抵の僧侶は牛肉までも人前で平気
で口にするので、当時すでに肉食妻帯が普通に行われていたことが分かったものである。
　もともと僧侶の戒律についてはそれぞれ重要な規定があったはずで、それは僧侶のそのもの
の間で、自発的に堅く守られるべきであり、換言すれば、僧侶となるべき程のものは、はじめ
から十分それを知った上で、身をその社会に投ずべきである。もともと僧尼令には僧尼の飲酒、
肉食、五辛を服することを禁じ、これを犯すと30日の苦役、薬として用いる場合でも三綱日限
を許す程度である。それでも飲酒し他人と争ったり、暴力沙汰になれば、還俗という制裁があ
った。男女間では取り締まりが厳しく、僧房に婦女を留め、尼房に男夫を置くことを許さずと
いい、これに背いて一宿以上泊めた場合は10日間の苦役、五日以上の場合は30日、10日以上は
100日間の苦役であった。それこそ僧侶が婦女と交わったら、遠島であった。
（『現代仏教』十周年記念特輯号─明治仏教の研究・回顧─現代仏教社発行　昭和八年七月）

　２月11日　大日本帝国憲法が発布される
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第１条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」第28条「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣
民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」など、第１章天皇・第２章臣民権利義
務・第３章帝国議会・第４章国務大臣及枢密顧問・第５章司法・第６章会計・第７章補則にわ
たる76条よりなる
※ 村上専精博士は井上円了博士の仏教活論によって、神田今川小路に「仏教講話所」をつくる。
また興学の流れは井上両博士から村上博士、境野黄洋博士・鷲尾順敬博士、姉崎正治博士、
前田慧雲博士、辻善治郎博士、望月信了博士と繋がっている。この中で明治時代にもっとも
業績を挙げた学者は姉崎博士であり、井上博士は「仏教聖典史論」の巻頭で「延享元年、西
暦1744年、富永中基氏の出定後語、西暦1835年・天保６年、フェルデナンド・クリスチア
ン・バウル氏牧者書簡。二書出現の紀念として此小著を公にす。明治32年中夏、後学姉崎正
治」と標挙されるほどであった。

※ 民法発令、この民法では祭祀財産を家督相続の特権とした。「家」に属する人々は、家督を
受け継いだ家長を中心とした「家」の統率者として中心に据え、その保護を受けると同時に、
祖先を祀るという行為によって、家長を中心とした「家」の共同性を強調した。

○明治23年（1890）
　10月30日　教育ニ関スル勅語を発布する（教育勅語発布）
　12月27日　神仏説教所以外の説教禁止が解かれる
※ 明治23年に井上円了博士東大の教授となり、９月10日　村上専精博士が第３代目の印度哲学
の講師となる。さらに大正６年11月に印度哲学が勅令による講座として東大に開設されたと
きの初代教授となる。その後27年間仏教哲学の興隆に努める。仏教哲史林・日本仏教史綱・
仏教一貫論・仏教統一論・大乗仏説批判論等を著し、明治仏教教学史に一貫する骨組みをつ
くる。

○明治24年（1891）
　６月　　　清水梁山、日蓮宗を脱宗、仏教統一会主宰する

○明治25年（1892）
　１月　　　久米邦武「神道は祭天の古俗」と提唱して、帝国大学教授を非職となる
　　　　　　大日本仏教青年会の創設
※ この流れの中に、夏期講習会、日曜学校、少年教会、監獄教誨、婦人会、尼衆会、施療、救
貧、聾唖教育、鉄道布教、軍隊布教、工場布教など、キリスト教に模した布教教化が始まっ
ている、また釈尊降誕会や各宗祖降誕会も盛んに行われるようになった。

○明治26年（1893）
　９月11日　 シカゴで万国宗教大会開催、釈宗演、柴田礼一、土宜法竜等、神仏基各教代表が

参加し各宗の英訳書数万を配布、初めて日本仏教が海外に紹介される
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○明治27年（1894）
　２月28日　政府、府県社以下の下級神職を待遇官吏とする
※ 宗教官僚制完成する。
　８月１日　清国に宣戦布告日清戦争
　　　　　　 身延山久遠寺、日清戦争勝利のため蒙古退治大量茶羅を宝前に奉安し祈祷会を修

す
　８月３日　管長小林日董、日清戦争宣戦について戦勝報国の番外諭達を発する
※ 以後、報国義会、戦勝祈祷会・説教会・演説会を全国各地で行う。軍費を献納。天皇陛下玉
体安康国威発揚敵国降伏大祈祷会を全国各地で修す。

○明治28年（1895）
　４月17日　日清講和条約調印、台湾割譲する
　10月22日　宗務院、日清戦争従軍僧への優待規則を定める

○明治29年（1896）
　４月　　　 官・国幣社は国費を永く供進すべきものとして「国庫供進金制度」ができる
※ この年になり、さきの大谷光尊師のように井上円了博士は、西洋精神文化の移入に対抗し、
東洋哲学思想を代表し、帝都に新精神運動を起こす。博士の根本道場は哲学館（後の東洋大
学）であり、その思想の傾向は、釈迦・孔子は実際方面の行の指導者、ソクラテス・カント
は理論の方面の解の指導者というものだっった。仏教にとっては、その教義における再認識
の機会をを与えた。仏教は宗教として実際に生き、哲学として理想に生き、日本文化の要素
として永存する意義があるという。

※ 東京帝国大学は、いち早く印度哲学の名によって、仏教の哲学的な価値を認めようとした。
大学は加藤弘之氏の発起で、曹洞宗の師家原坦山師に大乗起信論を講義させる（明治12年４
月）。仏教を俗人の哲学なりと劣視した時代で、この講義を聴いた教授、学生も仏教はそれ
なりの哲学であると認められたという。

　特にこの時代には、仏教を西洋哲学と同様に、思想信条として扱うようになった。

○明治30年（1897）
※ この年に看護婦養成所でき、さらに東京大学が東京帝国大学となる。

○明治31年（1898）
　10月１日　警視庁令「市内朱引外の寺院」も土葬禁止する

○明治32年（1899）
　７月27日　内務省、神道仏教以外の宗教の宣布および堂宇・会堂設立に関する規程を定める
※ これによりキリスト教、初めて宗教行政の対象となる
　８月　　　 文部省は一般教育から宗教を分離し、文部省の規定による学校では課程外であっ
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ても宗教上の教育を行い、また宗教上の儀式を禁じた。訓令によって教育と宗教
を分離した。

○明治33年（1900）
　１月21日　宗教法案反対全国仏教徒大会聞かれる
　３月10日　治安警察法公布
※ 神官僧侶その他諸宗教師政治結社加入、禁止される

○明治36年（1903）
　11月初日　神社寺院仏堂境内地の使用取締規則公布

○明治37年（1904）
　２月　　　ロシアに宣戦布告日露戦争
　　　　　　宗務院、対露宣戦布告の大詔換発につき通達を発する
　　　　　　身延山久遠寺、蒙古退治旗憂茶羅を奉安し国威拡張軍隊安全大祈祷会を修す
　　　　　　臨時報国義会、各地で戦勝国祷会を修す
　　　　　　軍費を献納する
　５月16日　 東京で神・仏・基の代表者による大日本宗教家大会開かれ、諸宗教協力・国策支

持を決議
　８月28日　加藤文雅発願・稲田海素委嘱の開宗650年記念『日蓮聖人御遺文』発行される
※ 別名、縮冊遺文・縮遺・霊良閣版、『高祖遺文録』をもとにした基本的遺文集、戦時中の日
蓮遺文削除問題で絶版となり、昭和42年写真製版で復刻されている。

　11月８日　佐野前励、元冠記念日蓮聖人大銅像除幕式を挙行
※ 宗門の教育行政機関で有名になった書籍に目を向ければ、小林一郎の法華経講話の記録が
『法華経大講座』13巻として平凡社から出版され、洛陽の紙価を高めたことを特記できる。
この小林一郎の法華経講話は、明治37年４月に日蓮宗大学林が設立されるにあたり、倫理学
の教授として招請されたことが契機になったという。日蓮宗大学林の初代学長に就任したの
は、小林日董という学僧で、小林は同姓ということもあったが、人格の立派さにうたれて入
信したという。この小林一郎は、東京帝国大学を首席で卒業し、金時計を受賞した俊秀であ
ったという。同期生で銀時計を受賞したのが、のちに東京帝国大学に宗教学科を創設した姉
崎正治であった。小林の専門は西欧哲学でヘーゲルを専攻し、専門書はもちろんのこと、ゲ
ーテ・シェークスピア・トルストイの作品を原書で読むほどの秀才であった。その人物が
『法華経大講座』によって法華経を解説しているのである。一読されればさきの姉崎と同様
に木に竹を接いだ、実学と虚学の矛盾をはらんでいると思える。

○明治38年（1905）
　９月５日　日露講和条約調印
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○明治41年（1908）
　10月13日　戊申詔書発布（勤倹節約と国体尊重を徹底）

○明治43年（1910）
　５月25日　大逆事件大検挙始まる（天皇暗殺事件発覚後の弾圧事件）
　８月22日　韓国併合（日韓条約調印）

○明治44年（1911）
　８月15日　清水梁山『日本の国体と日蓮聖人』
※ 「この七字は即ち本尊の正躍なり。この本尊の正鰹は即ち日本因の天皇にて坐すなり。この
事を識らざる撃者は父統の邦に迷へる不知恩の畜生なるなり。」

　８月21日　警視庁、特別高等課（特高）設置

○明治45年（1912）
　７月30日　管長旭日菌、明治天皇崩御につき諭達を発する
　　　　　　 内務大臣原敬、宗教を国家目的にそわせるため、神・仏・基の代表と懇談会を開

く
　10月　　　大日本国衛護本尊〔奉献本尊〕、京都府燈明寺で発見される
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