
「
寺
内
」
は
寺
院
の
存
在
形
態
を
示
す
言
葉
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
「
寺
内
」
ま
た
は
「
寺
内
町
」
は
、
浄
土
真
宗
を
は
じ
め
各

地
の
諸
宗
寺
院
で
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
日
蓮
教
団
寺

院
の
例
で
は
、
六
条
本
国
寺
と
尼
崎
本
興
寺
が
紹
介
さ
れ
て
い

そ
の
許
可
と
共
に
閲
覧
に
は
起
請
文
が
必
要
だ
っ
た
こ
と

を
真
間
起
請
文
は
物
語
っ
て
お
り
、
本
文
の
「
宗
秀
云
」

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
中
山
門
流
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

と
推
定
す
べ
き
こ
と
。

㈹
金
綱
集
か
ら
の
抄
出
な
ど
が
当
時
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

し
巳
。

以
上
の
十
点
に
つ
い
て
の
考
察
が
成
り
立
つ
。
な
お
真
間
弘
法
寺

か
ら
池
上
本
門
寺
に
晋
山
し
た
日
芳
が
身
延
宝
庫
に
納
め
た
真
間

起
請
文
の
写
状
も
「
宗
秀
云
」
と
あ
り
、
「
宗
秀
之
」
と
は
な
っ

て
い
な
い
。

室
町
時
代
京
都
日
蓮
教
団
寺
院
と

「
寺
内
」

糸
久
宝
賢

る
。
「
寺
内
」
ま
た
は
「
寺
内
町
」
形
成
の
背
景
と
し
て
、
本
興

寺
の
場
合
は
尼
崎
の
商
人
た
ち
が
商
業
活
動
の
場
の
保
持
と
特
権

維
持
の
た
め
に
門
前
「
寺
内
町
」
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
京
都
の
場
合
は
教
団
内
部
に
も
「
寺
内
」
ま
た
は
「
寺
内
町
」

形
成
の
背
景
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

重
要
な
手
掛
り
と
な
る
の
が
、
各
本
山
の
法
度
で
あ
る
。
京
中
の

寺
院
は
門
流
の
本
寺
と
し
て
直
属
す
る
本
寺
大
衆
、
末
寺
の
僧
衆

を
統
卒
し
、
京
中
や
地
方
の
信
徒
た
ち
と
直
接
・
間
接
に
関
わ
っ

て
い
た
。
本
寺
は
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
本
寺
中
心
主
義
の
徹
底

と
保
持
を
意
図
し
て
法
度
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
本
国
寺
「
寺

内
町
」
は
延
徳
二
年
以
降
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
町
」
形
成
の
有
無
は
別
と
し

て
「
寺
内
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
早
く
日
像
の
「
禁
制
条
を
」

の
中
に
見
出
さ
れ
、
こ
の
後
、
日
親
の
仮
名
書
・
漢
文
体
の
両
法

度
凡
日
侶
の
「
本
能
寺
御
法
度
事
」
等
に
見
出
さ
れ
る
。
日
像
の

法
度
で
は
「
寺
内
」
と
「
他
所
」
、
日
親
の
法
度
で
は
「
寺
内
」

と
「
門
外
」
「
寺
外
」
日
侶
の
法
度
で
は
「
寺
内
の
公
事
」
「
寺

外
の
公
事
」
と
い
っ
た
よ
う
に
「
寺
内
」
と
そ
れ
以
外
の
ス
ペ
ー

ス
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
法
度
も
僧
衆
の
住
居

を
「
寺
内
」
の
外
に
出
す
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
る
。
応
仁
・
文
明

の
大
乱
以
降
、
京
中
の
諸
宗
寺
院
、
公
家
た
ち
の
邸
宅
、
町
中
に
、
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塀
・
土
塀
・
釘
貫
・
木
戸
門
・
櫓
な
ど
が
自
衛
の
た
め
に
構
築
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
教
団
寺
院
に
お

い
て
も
こ
れ
は
同
様
で
、
塀
や
堀
で
囲
ま
れ
た
内
側
に
諸
堂
や
諸

法
度
に
あ
る
如
く
坊
舎
が
建
ち
並
ん
で
「
寺
内
」
を
形
成
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
「
寺
内
」
に
居
住
す
る
本
寺
大
衆
は
、
末
寺
の
僧

衆
と
は
異
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
寺
大
衆
と
な
る
た

め
に
は
「
入
衆
」
の
手
続
き
が
あ
る
こ
と
、
本
寺
貫
主
の
弟
子
が

末
寺
住
持
の
弟
子
よ
り
も
上
座
で
あ
る
こ
と
、
説
法
僧
が
重
ん
ぜ

ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
本
寺
大
衆
に
対
す
る
規
定
は
、
前
述
の
本
寺
中
心
主
義

徹
底
の
一
環
で
あ
り
、
本
寺
大
衆
の
「
寺
内
」
居
住
を
定
め
て
い

る
の
も
、
彼
ら
を
し
て
門
流
の
中
心
拠
点
た
る
本
寺
の
運
営
に
あ

た
ら
し
め
る
こ
と
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
考
え

て
く
る
と
、
京
都
日
蓮
教
団
寺
院
に
お
け
る
「
寺
内
」
形
成
の
側

面
に
、
京
都
諸
寺
院
が
門
流
の
本
寺
と
し
て
、
そ
の
維
持
・
運
営

・
自
衛
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
存
在

す
る
。
そ
し
て
、
天
文
期
の
法
華
一
摸
の
拠
点
と
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
各
寺
院
は
門
流
の
本
寺
と
し
て
、
地

縁
や
階
層
を
こ
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
立
し
つ
つ
、
こ
れ
と
並

行
し
な
が
ら
「
寺
内
」
を
形
成
し
、
京
中
の
拠
点
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
報
告
で
考
察
の
対
象
と
し
た
講
中
は
、
堀
之
内
妙
法
寺
、
比

企
谷
妙
本
寺
、
身
延
久
遠
寺
の
諸
記
録
に
み
ら
れ
る
計
三
九
九
の

講
中
で
、
そ
の
内
訳
は
妙
法
寺
の
記
録
に
ゑ
ら
れ
る
も
の
二
九
六

識
（
内
七
三
講
は
妙
本
寺
や
久
遠
寺
の
記
録
に
も
ゑ
ら
れ
る
）
、

近
世
に
お
け
る
庶
民
信
仰
の
動
向
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
視
野

の
中
に
宗
教
組
織
と
し
て
の
講
の
存
在
を
わ
す
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
近
世
的
な
宗
教
組
織
と
し
て
の
識
の

は
た
し
た
役
割
を
考
え
る
基
礎
的
な
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
江
戸

の
日
蓮
宗
の
諸
講
中
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
地
域
分
布
の
特
徴
を
、

堀
之
内
妙
法
寺
の
諸
行
事
に
参
加
し
た
諸
講
中
を
中
心
に
考
察
し

た
。

日
蓮
宗
の
江
戸
諸
講
中
に
つ
い
て

ｌ
堀
之
内
妙
法
寺
史
料
を
中
心
と
し
て
Ｉ

一
江
戸
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
講
中

は
じ
め
に

北

村
行
遠
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