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序
宗
教
学
者
の
島
薗
進
氏
は
「
宗
教
＝
修
養
的
な
経
営
者
と
し
て
も
っ
と
も
名
高

い
の
は
、
松
下
電
器
の
創
始
者
、
松
下
幸
之
助
（1894

―1989

）
で
あ
ろ
う
」

（
1
）

と

記
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、「
宗
教
＝
修
養
的
」
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な

い
け
れ
ど
、
確
か
に
松
下
は
資
金
、
人
材
、
設
備
や
組
織
な
ど
目
に
見
え
る
要
素

だ
け
で
は
な
く
、
熱
意
、
意
欲
、
思
い
や
り
と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
要
素
を
大

事
に
す
る
経
営
者
で
あ
っ
た
。

「
物
心
一
如
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
っ
た
。
物
と
心
と
は
本
来
一
体
の
も
の
、

ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
販
売

に
お
い
て
は
、
商
品
の
上
に
心
を
載
せ
て
売
る
、
そ
し
て
代
金
の
上
に
心
を
載
せ

て
い
た
だ
く
、
物
が
動
く
と
同
時
に
心
も
動
く
、
そ
こ
に
販
売
の
醍
醐
味
、
喜
び

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
製
造
に
お
い
て
は
、
心
の
高
ま
り
が
な
け
れ
ば
よ
い

製
品
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
し
、
経
営
、
経
済
に
お
い
て
も
、
心

の
面
、
つ
ま
り
道
徳
が
高
ま
ら
な
け
れ
ば
効
率
の
よ
い
活
動
は
生
ま
れ
な
い
、
だ

か
ら
「
道
徳
は
実
利
に
結
び
つ
く
」
の
だ
と
、
道
徳
の
大
切
さ
を
訴
え
て
い
た
。

ま
た
松
下
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
と
か
か
わ
っ
て
い
た
。
松
下
家
は
も
と
も
と
浄

土
真
宗
西
本
願
寺
派
の
門
徒
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
、
浄
土
真
宗
だ
け
で
は
な
く
、

真
言
宗
、
禅
宗
、
神
道
、
天
理
教
、
大
本
教
、
金
光
教
、
弁
天
宗
、
キ
リ
ス
ト

教
、
創
価
学
会
、
立
正
佼
成
会
等
々
と
の
幅
広
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
ど
の
宗
教
の
信
者
に
も
な
っ
て
は
い
な
い
。

松
下
は
、
な
ぜ
一
つ
の
宗
教
の
信
者
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、
宗
教

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
、

そ
れ
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
こ
の
論
考
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

精
神
文
化
と
物
質
文
化
と
の
調
和

松
下
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
を
語
る
と
き
、
ま
ず
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
昭
和
七
年
の
天
理
教
本
部
へ
の
訪
問
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
松
下
自
身
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
語
り
、
記
し
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

信
者
で
あ
っ
た
得
意
先
店
主
の
熱
心
な
勧
め
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
天
理
教
本
部

を
見
学
す
る
が
、
そ
の
繁
栄
ぶ
り
、
ま
た
信
者
の
人
達
の
生
き
生
き
と
喜
び
を

も
っ
て
奉
仕
し
て
い
る
姿
に
驚
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
多
い
み
ず

か
ら
の
業
界
と
繁
栄
の
姿
を
呈
す
る
宗
教
と
の
違
い
に
思
い
を
致
す
。
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無
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源
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精
神
文
化
と
物
質
文
化
が
調
和
し
た
形
で
進
ま
な
け
れ
ば
、
人
間
の
本
当
の
繁

栄
も
平
和
も
幸
福
も
生
ま
れ
て
は
来
な
い
。
そ
の
心
の
面
を
宗
教
が
受
け
持
ち
、

物
の
面
を
産
業
が
受
け
持
っ
て
い
る
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
宗
教
は
「
多
数
の
悩
め

る
人
々
を
導
き
、
安
心
を
与
え
、
人
生
を
幸
福
な
ら
し
め
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て

全
力
を
尽
く
し
て
い
る
聖
な
る
事
業
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
業
界
は
ま
た
人
間
生

活
の
維
持
向
上
の
う
え
に
必
要
な
物
資
の
生
産
を
な
し
、
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る

こ
れ
ま
た
聖
な
る
事
業
」

（
2
）

で
は
な
い
か
。

宗
教
と
産
業
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
ど
ち
ら
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
の
に
心
の
方
の
製
造
元
は
繁
栄
し
、
物
の
製
造
元
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
悩

ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
は
人
を
救
う
と
い
う
強
い
信
念
で
や
っ
て
き
た
が
、

商
売
人
は
儲
け
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
通
念
で
や
っ
て
き
た
。
そ
の
使
命
感
の
違

い
、
信
念
の
違
い
に
両
者
の
開
き
が
出
て
き
た
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
産

業
人
も
そ
の
み
ず
か
ら
の
仕
事
の
意
義
を
し
っ
か
り
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
た
松
下
は
、
同
年
五
月
五
日
に
全
店
員
を
大
阪
・
堂
島
の
中
央
電
気

倶
楽
部
に
集
め
、「
わ
れ
わ
れ
の
使
命
は
生
産
に
次
ぐ
生
産
に
よ
り
、
物
資
を
無

尽
蔵
に
し
て
貧
を
克
服
し
、
楽
土
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
松
下
電
器
の
真

の
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
経
済
界
は
昭
和
四
年
の
世
界
恐
慌
以
来
の
不
景
気
が
続
き
、
労
働
争
議

も
た
び
た
び
起
こ
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
松
下
は
、
産
業
の
停
滞
は
、
使
命
感

の
弱
さ
に
あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
の
事
業
こ
そ
も
っ
と
繁
栄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

聖
な
る
事
業
」
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
の
で
あ
る
。

精
神
文
化
と
物
質
文
化
の
調
和
あ
る
発
展
、
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
松

下
が
起
こ
し
た
Ｐ
Ｈ
Ｐ
運
動
に
お
い
て
も
大
い
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
の
低
調
と
心
の
貧
困

終
戦
の
一
年
後
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
、
松
下
は
世
と
人
の
あ
る
べ
き

姿
を
衆
知
を
集
め
て
研
究
す
る
た
め
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
を
創
設
し
、
活
動
を
起
こ

し
た
。
Ｐ
Ｈ
Ｐ
は
そ
の
と
き
作
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
「P

eace
an
d
H
ap
p
in
ess

th
rou
g
h
P
rosp
erity

（
物
心
一
如
の
繁
栄
に
よ
っ
て
平
和
と
幸
福
を
も
た
ら
そ

う
）」
の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
し
ば
ら
く
は
、
食
べ
る
に
食

糧
が
な
く
、
住
む
に
家
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
混
沌
と
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
中
で
悩
み
苦
し
む
人
々
を
見
て
、〝
万
物
の
霊
長
と
言
わ
れ
る
人
間
が

ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。人
間
に
は
本
来
、

繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
招
来
す
る
能
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
〞
と
い
う
人

間
に
対
す
る
疑
問
と
、〝
社
会
が
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
そ
こ
で
活
動
す
る
企
業
の

発
展
も
な
い
し
、
人
々
の
幸
せ
も
な
い
〞
と
い
う
こ
と
の
実
感
、
そ
れ
が
設
立
の

動
機
で
あ
っ
た
。

松
下
は
研
究
所
設
立
か
ら
年
末
ま
で
の
二
カ
月
間
に
四
十
数
回
、
翌
二
十
二
年

に
は
二
百
四
十
回
ほ
ど
の
講
演
や
懇
談
を
重
ね
、
み
ず
か
ら
の
思
い
や
願
い
を
訴

え
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
松
下
が
宗
教
の
興
隆
を
大
い
に
期
待
し
、

そ
の
こ
と
を
訴
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
五
月
、
西
本
願
寺
で
も

僧
侶
の
人
々
を
前
に
一
門
徒
と
し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
現
在
ほ
ど
宗
教
が
低
調
な
時
代
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
心
の
貧
困

が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
は
戦
争
に
負
け
て
物
資
が
非
常
に
足
り
な
く
な
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Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
願
い
の
一
つ
は
宗
教
の
復
興

一
月
十
六
日
、
第
一
回
修
養
研
究
会
を
飯
島
幡
司
博
士

（
4
）

を
迎
え
、「
宗
教
」
を

テ
ー
マ
に
開
催
。
同
十
九
日
、
奈
良
に
あ
る
天
理
教
見
学
。
同
二
十
四
日
、
第
二

回
修
養
研
究
会
を
「
道
徳
科
学
」
の
テ
ー
マ
で
開
催
。

二
月
十
八
日
、
大
阪
キ
リ
ス
ト
教
会
の
指
導
者
た
ち
と
懇
談
。

三
月
十
四
日
、
高
槻
仏
教
連
合
会
会
員
と
懇
談
。
同
十
六
日
、
枚
方
台
鏡
寺
に

て
枚
方
仏
教
団
員
と
懇
談
。
同
二
十
八
日
、
東
本
願
寺
に
て
講
演
。

四
月
十
三
日
、
高
槻
尊
重
寺
に
て
講
演
。
同
十
四
日
、
高
槻
市
仏
教
会
会
場
に

て
高
槻
大
冠
仏
教
会
会
員
に
講
演
。
同
日
、
高
槻
正
証
寺
に
て
講
演
。
同
十
九
日
、

相
国
寺
長
得
院
に
て
宗
教
家
、
教
育
家
、
実
業
家
と
懇
談
。
同
日
、
高
槻
西
澄
寺

に
て
講
演
。
同
二
十
日
、
西
本
願
寺
に
て
同
寺
幹
部
と
懇
談
。

五
月
十
日
、
西
本
願
寺
に
て
講
演
。
同
十
二
日
、
第
一
回
宗
教
講
座
（
キ
リ
ス

ト
教
）
を
開
催
。
同
二
十
六
日
、
第
二
回
宗
教
講
座
（
仏
教
）
を
開
催
。
同
三
十

一
日
、
東
本
願
寺
派
茨
木
別
院
に
て
懇
談
。

六
月
六
日
、
京
都
聖
護
院
に
て
講
演
。
同
九
日
、
第
三
回
宗
教
講
座
（
キ
リ
ス

ト
教
）
を
開
催
。
同
十
日
、
光
善
寺
で
講
演
。

七
月
一
日
、
第
四
回
宗
教
講
座
（
仏
教
）
を
開
催
。
同
八
日
、
第
五
回
宗
教
講

座
（
キ
リ
ス
ト
教
）
を
開
催
。
同
二
十
二
日
、
第
六
回
宗
教
講
座
（
仏
教
）
を
開

催
。八

月
十
二
日
、
第
七
回
宗
教
講
座
（
キ
リ
ス
ト
教
）
を
開
催
。
同
十
六
日
、
第

八
回
宗
教
講
座
（
仏
教
）
を
開
催
。
同
二
十
九
日
、
第
九
回
宗
教
講
座
（
仏
教
）

っ
た
た
め
に
起
こ
る
心
の
荒
み
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
つ
は
や
は
り
心
を
豊
か
に

す
る
教
え
、
そ
の
教
え
が
非
常
に
低
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
低
調
が
、
心
の
貧
困
を
招
来
し
て
い
る

と
い
う
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
Ｐ

Ｈ
Ｐ
を
実
現
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
宗
教
の
方
面
を
真
に
興
隆
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
ら
ば
宗
教
の
興
隆
が
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
研
究
、
運
動
自
体
に
お
い
て
で

き
る
か
と
い
う
と
、
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
宗
教
教
団
の
お
立
場

に
お
ら
れ
る
方
々
の
決
起
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
よ
う
に
実
は
考
え
た

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
心
の
面
は
、
ど
う
に
か
し
て
宗
教
が
興
隆
す
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
信
者
の
立
場
か
ら
ま
た
国
民
の
立
場
か
ら
こ
れ
に
努
力
を
し
て
、
同

時
に
宗
教
家
の
立
場
に
お
ら
れ
る
方
々
に
、
さ
ら
に
努
力
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
立
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
運
動

を
始
め
て
か
ら
、
宗
教
家
の
方
々
に
こ
の
こ
と
を
申
し
あ
げ
ま
し
て
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
を

実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
国
民
と
し
て
ご
協
力
願
い
た
い
、ご
参
加
を
願
い
た
い
、

同
時
に
宗
教
家
と
し
て
の
お
立
場
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
興
隆
に
い
ち
だ
ん
と
ご
奮

闘
を
願
い
た
い
と
、
信
者
の
一
人
と
し
て
心
か
ら
お
願
い
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
」

（
3
）同

じ
趣
旨
の
話
を
東
本
願
寺
で
も
行
な
っ
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
に
残
さ

れ
た
所
史
、
並
び
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
友
の
会
会
員
向
け
に
発
行
さ
れ
て
い
た
『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新

聞
』
を
見
る
と
、
昭
和
二
十
二
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
を
と
っ
て
も
、
次
の
よ
う

な
動
き
方
を
し
、
宗
教
関
係
者
に
働
き
か
け
を
し
て
い
る
。
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を
開
催
。

ま
た
翌
二
十
三
年
四
月
五
日
に
は
西
本
願
寺
大
谷
光
照
門
主
と
対
談
、「
も
っ

と
強
く
宗
教
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
っ
と
積
極
的

に
働
き
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

（
5
）

と
迫
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
十
四
年
三
月
十
三
日
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
仏
教
講
座
の
時
間
で
「
私
の
信
仰
」
と
題

し
て
、「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
運
動
の
狙
う
と
こ
ろ
の
一
つ
は
宗
教
の
復
興
で
あ
り
ま
し
て
、

仏
教
と
い
わ
ず
キ
リ
ス
ト
教
と
い
わ
ず
、
す
べ
て
の
宗
教
が
正
し
い
形
に
お
い
て

十
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
決
し
て
人
々
は
幸
福
に
な
れ
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
物
質
文
化
が
進
み
、
科
学
と
宗
教
が
一
体
と

な
っ
て
発
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
真
の
繁
栄
平
和
が
生
ま
れ
て
く
る
と
信
じ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
」

（
6
）

と
訴
え
て
い
る
。

松
下
が
Ｐ
Ｈ
Ｐ
活
動
を
始
め
た
頃
に
宗
教
に
期
待
し
、
要
望
し
て
い
た
こ
と
を

そ
の
発
言
か
ら
ま
と
め
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

①
経
済
を
中
心
と
す
る
人
間
の
物
的
生
活
、宗
教
を
中
心
と
す
る
精
神
的
生
活
、

こ
の
二
つ
が
人
間
生
活
の
大
き
な
二
つ
の
分
野
で
あ
る
。
従
っ
て
、
物
も
大

切
だ
が
心
も
大
切
。
そ
の
た
め
に
宗
教
の
興
隆
を
は
か
り
、
心
の
安
心
を
求

め
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
宗
教
の
興
隆
が
な
け
れ
ば
真
の
繁
栄
も
な
い
。

③
宗
教
心
を
心
に
蔵
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
生
活
態
度
を
打
ち
立
て
ね
ば
な
ら

な
い
。

④
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
立
場
で
宗
教
を
普
及
し
た
い
。

⑤
現
在
の
既
成
宗
教
に
は
時
代
性
が
欠
け
て
い
る
。
日
に
新
た
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

人
々
の
心
の
導
き
と
な
り
、
精
神
文
化
を
つ
く
る
基
と
な
る
た
め
に
は
、
教

義
が
、
そ
し
て
そ
の
宗
教
の
あ
り
方
が
、
一
般
の
社
会
よ
り
む
し
ろ
一
歩
進

ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
お
互
い
わ
れ
わ
れ
も
素
直
な
心
で
正
し
い
宗
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

⑦
正
し
い
教
え
に
基
づ
く
正
し
い
宗
教
的
躾
が
必
要
で
あ
る
。

話
は
本
論
か
ら
い
さ
さ
か
そ
れ
る
が
、
私
が
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
に
入
所
し
、
真
々

庵
で
『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
』
誌
の
編
集
の
仕
事
を
行
な
っ
て
い
た
昭
和
四
十
年
、
禅
の
研
究

家
、
鈴
木
大
拙
博
士
か
ら
、「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
はP

eace
an
d
H
ap
p
in
ess
th
rou
g
h

P
rosp
erity

で
、
こ
の
繁
栄
な
る
も
の
は
物
心
両
面
に
わ
た
る
と
の
こ
と
。
し
か

し
、
考
え
て
み
る
と
物
の
Ｐ
と
心
の
Ｐ
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
物
の
Ｐ
で

は
い
つ
で
も
プ
ラ
ス
で
、
い
や
が
上
に
積
み
重
ね
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、

心
面
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
の
マ
イ
ナ
ス
で
、貧
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
よ
い
の
で
あ
る
。

P
eace

とH
ap
p
in
ess

は
、
物
面
の
プ
ラ
ス
に
反
比
例
し
て
な
か
な
か
手
に
入

ら
ぬ
が
、
心
面
の
マ
イ
ナ
ス
は
常
に
Ｈ
と
Ｐ
が
伴
う
。
そ
れ
で
、P

eace
an
d

H
ap
p
in
ess
th
rou
g
h
P
ov
erty

と
続
け
た
方
が
分
か
る
よ
う
だ
。
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
諸

君
以
て
如
何
と
な
す
」
と
い
っ
た
意
味
の
手
紙
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
手
紙
を
返
し
た
の
か
覚
え
て
は
い
な
い
が
、
松
下
は
物

の
繁
栄
と
心
の
繁
栄
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
、
反
比
例
す
る
も
の
で
は
な
く
、

調
和
が
は
か
れ
る
も
の
で
、
そ
の
と
き
に
幸
福
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
信
念
を

持
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
宗
教
家
と
実
業
家
の
違
い
を
見
る
の
で
あ
る
。
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っ
た
。

い
ち
ば
ん
た
く
さ
ん
買
っ
て
く
れ
る
お
得
意
先
に
大
野
と
い
う
人
が
い
た
。
松

下
よ
り
十
歳
ほ
ど
年
上
で
、
奥
さ
ん
を
亡
く
し
た
後
、
再
婚
を
し
た
。
そ
の
奥
さ

ん
が
あ
る
新
興
宗
教
の
信
者
で
、
主
人
も
奥
さ
ん
に
誘
わ
れ
、
そ
の
宗
教
に
熱
を

入
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
の
お
坊
さ
ん
の
勧
め
で
、
店
の
前
に
お
地
蔵
さ
ん
の

お
堂
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
人
で
建
て
る
の
で
は
な
く
、
多

く
の
人
の
協
力
を
得
て
建
て
た
方
が
霊
験
は
さ
ら
に
あ
ら
た
か
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
、
松
下
の
と
こ
ろ
に
も
寄
付
要
請
が
あ
っ
た
。
お
得
意
先
で
も
あ
る
し
、
松

下
は
三
十
円
ほ
ど
の
金
を
寄
付
し
た
の
だ
が
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
ま
た
大
野

氏
が
や
っ
て
来
て
、「
あ
ん
た
は
体
が
弱
い
の
は
信
仰
心
が
な
い
か
ら
や
。
ぜ
ひ

信
仰
し
な
さ
い
。
う
ち
の
坊
さ
ん
に
会
い
な
さ
い
」
と
強
く
勧
め
る
。
松
下
も
そ

の
熱
心
さ
に
ほ
だ
さ
れ
て
、「
そ
れ
じ
ゃ
ま
あ
来
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
坊
さ
ん
は
や
っ
て
来
て
、
強
圧
的
に
「
こ
う
し
な
け
れ
ば
あ
ん
た
、
体
が

ま
す
ま
す
悪
く
な
り
ま
す
よ
」
と
言
う
。
最
初
は
大
事
な
お
得
意
先
の
勧
め
で
も

あ
る
の
で
、「
は
い
、
は
い
」
と
聞
い
て
い
た
松
下
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
言
い
方

が
度
を
越
し
て
い
る
と
感
じ
、
こ
う
言
っ
た
。

「
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
一
面
よ
く
分
か
る
け
れ
ど
、
僕
は
そ
う
い
う
気
に
は

な
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
い
い
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
で
得
心
が

で
き
な
い
面
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
し
ば
ら
く
考
え
さ
せ
て
下
さ
い
」

大
野
氏
は
信
仰
の
こ
と
で
息
子
と
喧
嘩
を
し
て
、
息
子
は
家
を
飛
び
出
し
、
店

は
し
ば
ら
く
し
て
倒
産
し
た
。
原
因
は
大
野
氏
夫
妻
が
そ
の
宗
教
に
入
れ
あ
げ
た

こ
と
、
ま
た
取
引
先
に
ま
で
強
引
に
勧
め
、
取
引
先
か
ら
嫌
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

宗
教
は
人
間
の
幸
せ
の
た
め
に
あ
る

松
下
は
人
間
に
は
食
欲
や
性
欲
と
い
う
本
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信

仰
本
能
と
い
う
か
何
か
に
頼
ろ
う
と
す
る
本
能
的
な
感
情
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、

そ
こ
か
ら
神
や
仏
や
そ
の
他
の
も
の
を
信
じ
、
こ
れ
に
頼
る
と
い
う
営
み
が
生
ま

れ
て
く
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
信
仰
本
能
を
満
た
す
の
が
宗
教
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
宗
教
は
そ
の
信
仰
本
能
を
正
し
く
満
た
す
こ
と
が
大
切
で
、
宗
教
は
あ

く
ま
で
人
間
の
幸
せ
に
資
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
次
の
よ
う
に
言

う
。「

正
し
い
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
人
間
に
奉
仕
す
る
と
い
う
か
、
お
互
い
の

日
々
の
生
活
を
よ
り
高
く
、
よ
り
ゆ
た
か
な
も
の
に
し
、
こ
の
世
に
真
の
繁
栄
、

平
和
、
幸
福
を
生
み
出
す
一
つ
の
基
盤
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実

際
、
そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
意
義
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
過
去
に
幾
多
見
ら
れ
た
宗
教
戦
争

の
よ
う
に
、
宗
教
の
た
め
に
お
互
い
人
間
が
相
争
う
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
宗
教
は
や
は
り
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
宗
教

の
た
め
に
人
間
が
犠
牲
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
思

う
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
、
そ
の
形
は
ど
う
で
あ
れ
、

そ
の
根
本
に
お
い
て
は
恒
久
不
変
の
真
理
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し

か
も
そ
の
時
代
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
説
き
方
、
教
え
方
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

（
7
）

松
下
が
商
売
を
始
め
て
十
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
の
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
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た
。松

下
は
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
昭
和
三
十
七
年
四
月
の
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
会
で

若
い
所
員
に
話
し
て
い
る
が
、
松
下
は
宗
教
で
も
、
教
育
で
も
、
あ
る
い
は
経
済

や
政
治
で
も
、
す
べ
て
は
人
間
の
幸
せ
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い

と
考
え
て
い
た
。
ま
た
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
す
べ
て
を
人
間

に
資
す
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が

人
間
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

松
下
電
器
の
守
護
神
に
つ
い
て

松
下
は
、
明
治
二
十
七
年
、
和
歌
山
県
の
和
佐
村
で
、
八
人
兄
弟
の
三
男
末
っ

子
と
し
て
、
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
の
門
徒
の
家
に
生
ま
れ
て
い
る
。
父
親
は
小

地
主
で
、
長
屋
門
の
あ
っ
た
大
き
な
家
に
は
白は
く

龍
り
ゅ
う

大
明
神
を
祀ま
つ

る
祠
ほ
こ
ら

が
あ
っ
た

と
い
う
。

（
8
）

龍
神
は
水
を
司
る
神

（
9
）

で
あ
る
。
農
家
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
あ
た

り
の
家
で
は
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
民
間
信
仰
の
一
つ

で
あ
る
。

大
正
七
年
三
月
七
日
、
大
阪
市
北
区
（
現
福
島
区
）
西
野
田
大
開
町
に
松
下
電

気
器
具
製
作
所
を
開
設
し
た
と
き
に
守
護
神
と
し
て
白
龍
を
祀
っ
た
。
昭
和
八
年

に
本
店
・
工
場
を
門
真
に
移
し
て
い
る
が
、
白
龍
大
明
神
も
移
っ
て
き
て
い
る
。

昭
和
九
年
ま
で
は
白
龍
大
明
神
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
事
業
部
制
や
分
社
制
が
敷

か
れ
て
か
ら
、
昭
和
十
年
、
松
下
電
工
に
黒
龍
大
明
神
、
同
十
一
年
、
松
下
電
器

電
極
工
場
に
青
龍
大
明
神
、
自
転
車
工
場
に
赤
龍
大
明
神
、
豊
崎
工
場
に
黄
龍
大

明
神
が
初
め
て
祀
ら
れ
た
。

現
在
松
下
グ
ル
ー
プ
で
は
本
社
、
電
化
関
係
、
旧
九
州
松
下
電
器
は
白
龍
、
旧

松
下
電
子
工
業
、
旧
松
下
産
業
機
器
は
黄
龍
、
旧
松
下
電
池
工
業
は
青
龍
、
自
転

車
事
業
部
は
赤
龍
、
松
下
電
工
グ
ル
ー
プ
に
は
黒
龍
、
旧
ラ
ジ
オ
事
業
部
を
は
じ

め
音
響
関
係
事
業
場
、
電
子
部
品
、
旧
松
下
通
信
工
業
な
ど
に
は
下
天
龍
王

（
10
）

、
松

下
が
昭
和
十
四
年
に
建
て
た
居
宅
、
西
宮
の
光
雲
荘
に
は
善
女
龍
王

（
11
）

が
祀
ら
れ

て
い
る
。
現
在
も
各
地
の
各
事
業
場
に
合
計
百
三
十
余
の
社
が
あ
る
の
で
あ
る
。

松
下
は
昭
和
三
十
七
年
四
月
の
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
会
で
、次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
各
工
場
、
営
業
所
に
は
み
な
そ
の
分
身
を
祀
っ
た
わ
け
や
。（
本
社
は
）
白
龍

さ
ん
や
か
ら
ね
、
赤
龍
と
し
て
み
た
り
、
黒
龍
と
し
て
み
た
り
し
て
祀
っ
て
い
る

わ
け
や
。
こ
れ
は
ま
あ
加
藤
大
観
さ
ん
の
指
図
に
よ
っ
て
や
っ
た
わ
け
で
す
わ
」

加
藤
大
観
氏
は
、
昭
和
十
二
年
か
ら
同
二
十
八
年
二
月
に
八
十
四
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
、
松
下
の
側
に
い
て
松
下
の
健
康
長
寿
と
松
下
電
器
社
員
の
安
全
息
災
、

松下電器本社の一角にある白龍大明神を祀っ

たお社。龍神の印、三
みつ

鱗
うろこ

紋が刻まれている
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の
五
大

（
12
）

思
想
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
事
業
部
制
と

い
う
考
え
方
に
仏
教
の
五
大
の
思
想
を
投
影
さ
せ
て
白
龍
大
明
神
を
中
心
に
、青
、

黄
、
赤
、
黒
の
各
龍
神
を
配
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

（
13
）

と
言
う
の
で
あ
る
。

下
天
龍
王
は
五
大
思
想
と
は
離
れ
て
、
音
に
関
係
が
あ
る
の
で
音
響
関
係
の
部

門
に
配
し
、
善
女
龍
王
に
至
っ
て
は
清
瀧
権
現
と
し
て
加
藤
氏
が
修
行
し
た
醍
醐

寺
の
守
り
神
で
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
松
下
邸
に
祀
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

松
下
本
人
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
守
護
神
の
配
置
に
つ
い
て
は
加
藤
氏
の
考
え

方
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

天
祖
大
神
を
祀
る

第
二
代
祭
司
河
野
真
養
氏
を
引
き
継
い
だ
第
三
代
祭
司
高
味
清
秀
氏
は
、「
参

拝
者
自
身
が
神
の
心
を
体
し
て
自
分
の
心
が
神
の
胸
に
入
り
、
神
の
御
心
が
わ
が

胸
に
入
る
（
入
我
我
入
）
即
ち
神
と
自
分
が
一
体
と
な
っ
て
過
去
を
反
省
し
未
来

へ
の
奮
起
心
を
呼
び
起
こ
し
た
時
に
守
護
神
祭
典
は
立
派
に
経
営
に
参
画
し
得
る

と
申
せ
ま
し
ょ
う
」「
そ
の
事
業
場
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
人
が
よ
く
参
拝
な
さ
っ
て

敬
虔
な
祈
り
を
お
捧
げ
に
な
る
所
は
従
業
員
の
参
拝
者
の
数
も
多
く
、
そ
の
事
業

場
の
経
営
は
ス
ム
ー
ズ
に
好
成
績
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
」

（
14
）

と
記
し
て
い
る
。

松
下
が
松
下
電
器
の
守
護
神
と
し
て
白
龍
を
は
じ
め
と
す
る
龍
神
を
祀
っ
た
の

は
、
高
味
氏
の
言
う
よ
う
に
敬
虔
な
気
持
ち
で
仕
事
に
当
た
り
た
い
、
ま
た
従
業

員
に
も
当
た
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
昭
和
十
四
年
、
西
宮
光
雲
荘
に
善
女
龍
王
を
祀
っ
た
と
き
の
こ
と
。

松
下
は
龍
神
を
祀
る
だ
け
で
は
ど
う
も
物
足
り
な
く
思
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、

そ
し
て
会
社
の
発
展
を
祈
っ
て
、
朝
夕
二
時
間
の
勤
行
を
一
日
も
欠
か
さ
な
か
っ

た
真
言
宗
醍
醐
派
の
僧
侶
で
あ
る
。

松
下
と
加
藤
氏
の
出
会
い
は
、
大
正
十
二
年
、
松
下
が
開
発
し
た
砲
弾
型
自
転

車
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
、
山
本
武
信
商
店
と
大
阪
府
下
の
一
手
販
売
契
約
を
交
わ
し

た
と
き
に
始
ま
る
。
そ
の
と
き
加
藤
大
観
氏
は
山
本
武
信
氏
の
顧
問
を
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
十
四
年
、
松
下
は
ラ
ン
プ
の
全
国
販
売
権
を
山
本
氏
に

譲
渡
す
る
が
、
販
売
上
の
意
見
が
合
わ
ず
、
翌
十
五
年
に
買
い
戻
し
て
い
る
。
従

っ
て
加
藤
氏
と
会
う
機
会
も
な
く
な
っ
た
が
、
昭
和
五
年
頃
に
松
下
は
加
藤
氏
の

こ
と
を
思
い
出
し
、
加
藤
氏
の
京
都
の
庵
を
訪
ね
た
。
そ
の
と
き
か
ら
加
藤
氏
は

松
下
の
相
談
相
手
と
な
る
。

昭
和
十
二
年
十
二
月
、
加
藤
氏
の
「
松
下
さ
ん
、
あ
な
た
が
承
知
し
て
く
れ
る

な
ら
、
私
は
こ
の
庵
を
閉
鎖
し
て
し
ま
い
た
い
。
そ
し
て
、
一
生
あ
な
た
に
つ
い

て
、
あ
な
た
の
健
康
と
会
社
の
発
展
を
祈
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
申
し
出
に
、
当
時
松
下
が
住
ん
で
い
た
京
都
の
家
（
河
原
町
今
出
川
）
に

加
藤
氏
夫
妻
を
招
き
、
約
二
年
間
共
に
暮
ら
し
て
い
る
。
加
藤
氏
六
十
八
歳
、
松

下
四
十
三
歳
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
同
十
四
年
、
西
宮
に
松
下
の
居
宅
、
光
雲
荘
が
完
成
し
た
の
を
機
に
、

松
下
は
加
藤
氏
を
会
社
に
招
聘
。
そ
の
と
き
か
ら
加
藤
氏
は
創
業
以
来
の
守
護
神

「
龍
神
」
の
祭
司
と
な
り
、
社
運
の
興
隆
と
安
全
祈
願
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。現

在
守
護
神
の
祭
司
は
加
藤
氏
か
ら
数
え
て
四
代
目
と
な
り
、
中
山
観
好
氏
が

受
け
持
っ
て
い
る
。
祭
司
は
真
言
宗
醍
醐
派
の
僧
侶
の
資
格
を
持
っ
た
松
下
電
器

の
社
員
で
あ
る
。
中
山
氏
に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
龍
神
を
配
置
し
た
の
は
仏
教
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み
ず
か
ら
が
考
え
た
天
祖
大
神
と
い
う
神
様
を
祀
っ
て
い
る
。

（
15
）

天
祖
と
は
天
の
祖
、

文
字
通
り
大
宇
宙
の
創
造
主
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
毎
朝
、
拍
手

を
打
ち
、「
天
祖
大
神
の
御
前
に
か
し
こ
み
か
し
こ
み
申
し
候
。
日
に
ち
の
お
導

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
拝

ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

松
下
は
晩
年
、「
人
生
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
運
命
に

よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
波
乱
万
丈
の

人
生
を
歩
む
中
で
、
神
の
領
域
と
で
も
言
う
か
、
人
知
の
及
ば
な
い
何
か
大
き
な

力
を
感
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｐ
Ｈ
Ｐ
活
動
を
始
め
て
か
ら
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
考
え
方
を
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば
」
と

し
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
い
ち
ば
ん
初
め
に
発
表
し
た
「
繁
栄
の
基
」
と
い

う
「
こ
と
ば
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
限
り
な
い
繁
栄
と
平
和
と
幸
福
と
を
、
真
理
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
与
え
て

い
ま
す
。

人
間
が
貧
困
や
不
安
に
悩
む
の
は
、
人
知
に
と
ら
わ
れ
て
、
真
理
を
ゆ
が
め
て

い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

お
互
い
に
素
直
な
心
に
な
っ
て
、
真
理
に
順
応
す
る
こ
と
に
努
め
、
身
も
心
も

豊
か
な
住
み
よ
い
社
会
を
つ
く
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
昭
和
二
十
三
年
二
月
発

表
）松

下
は
真
理
を
、
自
然
の
理
法
、
宇
宙
の
意
志
等
と
も
言
っ
て
い
る
。
真
理
は

繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
人
間
に
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
大
部
分
は
自
然
の
力

に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
、
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
人
間
が
み
ず
か
ら
考
え
、
そ
し
て
働
く
部
分
は
、
全
体
か
ら
見
れ

ば
百
分
の
一
、
二
百
分
の
一
で
あ
っ
て
、
大
部
分
は
自
然
に
よ
っ
て
す
で
に
仕
組

ま
れ
、
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
人
間
が
少
し
ず
つ

探
し
求
め
て
い
く
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」

（
16
）

。
だ
か
ら
、
人
知
に
と
ら
わ
れ

ず
真
理
、
自
然
の
理
に
従
っ
て
い
け
ば
、
お
の
ず
と
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
は
得
ら

れ
る
の
だ
と
言
う
。

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
を
創
設
し
た
と
き
、「
天
地
自
然
の
中
に
繁
栄
の
原
理
を
究
め
、

進
ん
で
こ
れ
を
社
会
生
活
の
上
に
具
現
し
、
以
っ
て
人
類
の
平
和
と
幸
福
と
を
招

来
せ
ん
こ
と
を
期
す
」
と
い
う
綱
領
を
定
め
た
。
そ
れ
は
、
大
自
然
に
す
で
に
仕

組
ま
れ
て
い
る
繁
栄
の
原
理
を
探
究
し
て
、
そ
れ
を
社
会
の
上
に
適
用
し
、
繁
栄
、

平
和
、
幸
福
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
六
年
八
月
、
松
下
は
松
下
電
器
の
社
長
を
辞
し
会
長
に
就
任
し
た
の

を
機
に
、
会
社
再
建
の
た
め
し
ば
ら
く
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
研
究

を
再
開
す
る
た
め
、
京
都
東
山
山
麓
に
真
々
庵
を
設
け
た
。
真
々
庵
の
名
称
は
真

理
を
探
究
す
る
場
と
い
う
意
味
で
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
庭
の
一
角
に
、
翌
三
十

七
年
、「
根
源
こ
ん
げ
ん

の
社
や
し
ろ

」
を
建
設
し
て
い
る
。
根
源
と
は
文
字
通
り
宇
宙
の
根
源
で

あ
り
、
万
物
の
創
造
主
と
言
っ
て
も
い
い
。
光
雲
荘
に
祀
っ
た
天
祖
大
神
と
同
じ

趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
松
下
も
、「
最
初
は
天
祖
大
神
と
言
う
た
け
れ
ど
、
大
神

と
言
う
こ
と
は
い
か
ん
、
や
っ
ぱ
り
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
の
考
え
方
で
や
ら
な
い
か
ん
と

い
う
こ
と
で
根
源
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
」

（
17
）

と
語
っ
て
い
る
。

根
源
の
社
は
昭
和
四
十
二
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
新
ビ
ル
が
京
都
駅
前
に
で
き
た
と
き

に
も
建
設
さ
れ
て
い
る
し
、
同
五
十
六
年
、
松
下
電
器
の
本
社
の
前
に
「
創
業
の

森
」
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
一
角
に
も
建
立
さ
れ
、
現
在
そ
の
三
つ
が
存

在
し
て
い
る
。
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南無根源！
論叢　松下幸之助

な
か
か
ら
、
人
間
と
し
て
の
正
し
い
自
覚
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
す
べ
き
道
を
、

力
強
く
歩
む
こ
と
を
誓
い
た
い
と
思
い
ま
す
」

私
が
真
々
庵
で
仕
事
を
し
て
い
た
頃
、
松
下
は
真
々
庵
に
来
る
と
、
何
よ
り
も

ま
ず
最
初
に
根
源
の
社
に
お
参
り
を
し
た
。
神
式
に
二
礼
二
拍
を
し
て
、
手
を
合

わ
せ
祈
っ
た
。
時
に
は
藁
の
円
座
を
敷
き
、
そ
の
上
で
座
禅
を
組
み
、
手
を
合
わ

せ
て
、
し
ば
ら
く
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
た
。

松
下
は
何
を
祈
っ
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
て
、「
感
謝
と
素
直
」
だ
と
言
っ
て

い
た
。
感
謝
に
つ
い
て
は
、
根
源
の
力
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
が
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
強
く
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
素
直
に
つ
い
て
は
、
人
間
と
い
う
も

の
は
、
と
も
す
る
と
本
能
や
感
情
、
あ
る
い
は
過
去
の
体
験
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
に
と
ら
わ
れ
て
、
自
然
の
理
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
に
も
と
ら

わ
れ
な
い
素
直
な
心
で
理
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
自
省
し
て
い
る
と
言
う
の

で
あ
っ
た
。

大
宇
宙
、
大
自
然
の
根
源
の
力
は
自
然
の
理
法
、
自
然
の
法
則
を
通
じ
て
万
物

に
生
成
発
展
の
働
き
を
し
て
い
る
。人
間
に
は
根
源
の
力
か
ら
そ
の
法
則
を
解
き
、

万
物
を
生
か
し
、
生
成
発
展
の
大
業
を
営
む
使
命
、
役
割
、
能
力
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。「
人
間
は
、
た
え
ず
生
成
発
展
す
る
宇
宙
に
君
臨
し
、
宇
宙
に
ひ
そ
む
偉

大
な
る
力
を
開
発
し
、
万
物
に
与
え
ら
れ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
見
出
し
な
が

ら
、
こ
れ
を
生
か
し
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
心
一
如
の
真
の
繁
栄
を
生
み

出
す
こ
と
が
で
き
る
」

（
18
）

能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
能
力
は
人
間
だ
け

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
松
下
は
「
人
間
は
万
物
の
王

者
」
だ
と
言
う
。
け
れ
ど
人
間
は
時
に
自
然
の
理
を
見
失
い
、
往
々
に
し
て
争
い

を
起
こ
し
、
貧
困
に
陥
り
、
不
幸
に
な
っ
て
い
く
。

創
業
の
森
の
「
根
源
の
社
」
の
前
に
は
、
そ
の
設
立
趣
旨
が
次
の
よ
う
に
簡
潔

に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
宇
宙
根
源
の
力
は
、
万
物
を
存
在
せ
し
め
、
そ
れ
ら
が
生
成
発
展
す
る
源
泉

と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
力
は
、
自
然
の
理
法
と
し
て
、
私
ど
も
お
互
い
の
体
内
に
も
脈
々
と
し
て

働
き
、
一
木
一
草
の
な
か
に
ま
で
、
生
き
生
き
と
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
私
ど

も
は
、
こ
の
偉
大
な
根
源
の
力
が
宇
宙
に
存
在
し
、
そ
れ
が
自
然
の
理
法
を
通
じ

て
、
万
物
に
生
成
発
展
の
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
会
得
し
、
こ
れ
に
深
い
感
謝

と
祈
念
の
ま
こ
と
を
さ
さ
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
会
得
と
感
謝
の
た
め
に
、
こ
こ
に
根
源
の
社
を
設
立
し
、
素
直
な
祈
念
の 真々庵、「根源の社」の前で
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そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
根
源
に
対
す
る
感
謝
と
何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
素
直

さ
を
祈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

松
下
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
に
発
表
し
た
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば
　
そ
の
二

十
三
　
信
仰
の
あ
り
方
（
二
）」
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
天
地
の
恵
み
は
、
何
の
分
け
隔
て
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
燦
々
さ
ん
さ
ん

と
し
て

降
り
注
い
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
広
大
な
た
め
に
、
無
心
の
ご
と
く
に

思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
恵
み
の
根
源
に
は
、
万
物
を
生
か
し
人
間
を
生
か
そ
う
と
す
る
宇
宙
の
意

志
が
大
き
く
働
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
い
な
る
宇
宙
の
意
志
を
感
得
し
、
こ
れ

に
深
い
喜
び
と
感
謝
を
も
ち
、
さ
ら
に
深
い
祈
念
と
順
応
の
心
を
さ
さ
げ
る
こ
と

が
、
信
仰
の
本
然
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
信
仰
に
立
っ
た
と
き
、宇
宙
の
意
志
が
い
き
い
き
と
働
い
て
、

も
の
を
生
み
出
す
知
恵
才
覚
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
力
強
い
労
作
が

生
ま
れ
、
繁
栄
へ
の
道
が
ひ
ら
け
て
ま
い
り
ま
す
」

人
間
は
神
を
も
創
っ
た

「
私
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
偉
い
も
の
や
と
思
う
の
は
、
自
分
の
発
想
で
神

様
と
い
う
も
の
を
創
造
す
る
わ
け
で
す
な
。
そ
の
創
造
し
た
神
さ
ん
に
手
を
合
わ

し
て
拝
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
知
恵
を
授
か
る
。
知
恵
を
授
か
っ
て
自
分
が
成
長
す

る
。
成
長
し
た
知
恵
を
も
っ
て
、
よ
り
高
き
神
さ
ん
を
つ
く
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

り
高
き
神
さ
ん
を
ま
た
手
を
合
わ
し
て
拝
む
、
そ
し
て
自
分
も
成
長
さ
せ
る
。
そ

う
い
う
よ
う
に
し
て
、
だ
ん
だ
ん
内
容
の
充
実
し
た
円
満
具
足
の
神
さ
ん
を
、
わ

れ
わ
れ
は
今
創
造
し
つ
つ
あ
る
わ
け
で
す
わ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
人

間
で
あ
る
。
自
由
自
在
に
神
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
人
間
で
す
わ
。
だ
か
ら
私
は

〝
人
間
は
万
物
の
王
者
や
〞
と
い
う
こ
と
を
本
に
書
い
た
ん
で
す
」

（
19
）

現
在
の
宗
教
で
は
、
人
間
は
原
罪
を
負
っ
て
い
る
、
人
間
は
罪
業
深
重
の
凡
夫

で
あ
る
等
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
松
下
は
人
間
は
大
き
な
使
命
を
負
っ
た
偉
大
な

存
在
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
「
す
べ
て
の
物
事
に
対
し
て
、
責
任

を
持
た
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
万
物
の
生
成
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
は
、
人
間
が
天
命
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
」

（
20
）

と
言
う
の
で
あ
る
。

松
下
は
、「
い
か
に
今
ま
で
の
宗
教
に
数
多
く
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
真
理
の
全
面
を
掩
う
こ
と
は
誤
り
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

祖
師
の
教
え
を
以
て
、
こ
れ
で
真
理
の
す
べ
て
が
解
明
し
つ
く
さ
れ
た
と
考
え
る

の
は
、
い
さ
さ
か
、
か
た
よ
っ
た
考
え
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
真

理
は
限
り
な
く
広
く
、
限
り
な
く
深
い
も
の
で
、
ま
だ
ま
だ
解
明
し
つ
く
さ
れ
な

い
面
が
た
く
さ
ん
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
の
教
え
に
、
尊
い

真
理
の
数
々
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
真
理
の
一
面
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」

（
21
）

と
言
う
。

思
想
で
も
宗
教
で
も
、
あ
る
い
は
人
間
の
知
恵
で
も
完
全
な
も
の
は
な
い
、
全

面
の
真
理
は
な
い
。
だ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
あ
っ
て
い
い
し
宗
教
が
あ
っ
て

い
い
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
人
間
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
に
資
す
る
も
の
を
、
何
に

も
と
ら
わ
れ
な
い
素
直
な
心
で
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。知
恵
に
し
て
も
、

自
分
ひ
と
り
の
知
恵
に
と
ら
わ
れ
ず
衆
知
を
集
め
れ
ば
、
よ
り
高
い
知
恵
に
な
っ

て
い
く
。
も
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
知
恵
が
融
合
調
和
さ
れ
れ
ば
、
神
の
知
恵
に
も

等
し
く
な
る
と
考
え
て
い
た
。
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南無根源！
論叢　松下幸之助

松
下
に
と
っ
て
正
し
さ
と
は
人
間
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

つ
ま
り
ま
だ
解
明
し
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
「
真
理
」「
自
然
の
理
法
」
に
従
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
と
か
か
わ
り
な
が
ら
ど
の
宗
教
の
信
者
に
も
な
ら
な
か
っ
た

の
は
、
ど
の
宗
教
も
全
面
の
真
理
で
は
な
く
一
面
の
真
理
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て

い
た
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
み
ず
か
ら
は
、
全
面
の
真
理
と
も

い
う
べ
き
根
源
の
社
を
つ
く
り
、
根
源
に
感
謝
の
祈
り
を
さ
さ
げ
る
と
と
も
に
素

直
な
心
に
な
っ
て
理
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
自
省
し
、
真
理
を
探
究
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

松
下
は
、
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
個
々
に
存
在
す
る
の

で
は
な
く
、
溶
鉱
炉
の
い
わ
ば
鉄
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
た
。
溶
け
た
鉄
は
白

熱
に
輝
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
形
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
鍬
や
鎌

や
鍋
や
ら
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
形
づ
く
ら
れ
、
用
を
果
た
し
終
え
る
と
ま
た
溶
鉱

炉
に
帰
っ
て
一
体
化
す
る
。
霊
魂
も
、
鉄
が
溶
鉱
炉
に
帰
る
よ
う
に
「
大
宇
宙
の

懐
」
に
入
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
人
間
は
宇
宙
の
根
源
か
ら
出
て
、
ま
た
宇
宙
の

根
源
に
帰
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
霊
魂
が
宇
宙
根
源
の
力
に

帰
納
し
一
体
化
す
る
な
ら
、
ま
あ
墓
は
建
て
て
も
先
祖
代
々
の
も
の
一
本
で
い
い

わ
け
や
な
。
そ
れ
す
ら
も
必
要
な
い
な
。
そ
れ
や
っ
た
ら
宇
宙
根
源
の
神
様
と
い

う
か
、
根
源
の
力
と
い
う
も
の
を
祭
れ
ば
、
同
時
に
そ
れ
は
自
分
の
親
の
肉
体
、

親
の
魂
を
通
じ
て
そ
こ
へ
行
っ
て
お
る
の
や
か
ら
、
全
部
祭
る
こ
と
に
な
る
な
。

非
常
に
経
済
的
で
す
ね
」

（
22
）

と
も
言
う
の
で
あ
る
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
に
帰
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
松
下
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
唱
え
言
葉
は
「
南
無
根
源
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

根
源
の
社
の
前
で
じ
っ
と
手
を
合
わ
せ
、
静
か
に
祈
っ
て
い
た
松
下
の
姿
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。

【
注
】

（
1
）

「
現
代
日
本
の
経
済
と
宗
教
」『
東
洋
学
術
研
究
』
第
三
十
一
巻
第
一
号
、
東

洋
哲
学
研
究
所
、
平
成
四
年
二
月
。

（
2
）

松
下
幸
之
助
『
私
の
行
き
方
考
え
方
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
、
昭
和
六
十
一
年
、
二

九
〇
頁
。

（
3
）

Ｐ
Ｈ
Ｐ
講
演
懇
談
会
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
十
日
、
西
本
願
寺
に
て
。
Ｐ
Ｈ

Ｐ
総
合
研
究
所
研
究
本
部
「
松
下
幸
之
助
発
言
集
」
編
纂
室
編
『
松
下
幸
之

助
発
言
集
　
第
36
巻
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
平
成
四
年
、
一
六
六
頁
。

（
4
）

経
済
学
博
士
。
朝
日
新
聞
論
説
委
員
、
朝
日
放
送
社
長
な
ど
を
歴
任
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
日
伊
親
善
に
尽
く
す
。
草
創
期
の
Ｐ
Ｈ
Ｐ
活
動
に
尽
力

し
た
（
一
八
八
八
―
一
九
八
七
）。

（
5
）

『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
聞
』
昭
和
二
十
三
年
五
月
十
五
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
友
の
会
本
部
。

（
6
）

『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
聞
』
昭
和
二
十
四
年
四
月
十
五
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
友
の
会
本
部
。

（
7
）

「
九
十
に
し
て
、
い
ま
だ
和
顔
、
和
言
に
至
ら
ず
」『
財
界
』
昭
和
六
十
年
臨

時
増
刊
四
月
十
日
号
、
財
界
研
究
所
。

（
8
）

古
倉
弥
太
郎
『
松
下
電
器
の
守
護
神
を
尋
ね
て
』
昭
和
五
十
六
年
。
遊
津
孟

氏
の
「
発
刊
に
寄
せ
て
」
に
よ
る
。

（
9
）

龍
は
梵
語
でn

ag
a

（
ナ
ー
ガ
）。
イ
ン
ド
神
話
で
、
蛇
が
神
格
化
し
た
人
面

蛇
身
の
半
神
。
大
海
や
地
底
に
住
み
、
雲
雨
を
自
在
に
支
配
す
る
力
を
持
つ



78

と
さ
れ
る
。

（
10
）

弁
才
（
財
）
天
や
宇
賀
神
（
穀
物
の
神
）
と
同
一
視
さ
れ
天
女
形
の
像
が
多

い
。
弁
才
天
は
楽
器
を
持
っ
て
い
る
の
で
音
に
関
係
が
深
い
。

（
11
）

密
教
で
は
如
意
輪
観
音
の
化
身
と
さ
れ
、
清
瀧
権
現
と
も
称
さ
れ
る
。
イ
ン

ド
の
池
に
住
み
密
教
の
守
護
神
。
唐
代
に
長
安
の
青
龍
寺
に
勧
請
さ
れ
て
鎮

守
と
し
て
青
龍
と
改
称
。
空
海
が
京
都
の
神
護
寺
に
勧
請
。
海
を
渡
っ
て
き

た
た
め
、
水
（
さ
ん
ず
い
）
が
加
え
ら
れ
て
清
瀧
と
改
称
。
聖
宝
理
源
大
師

が
高
尾
か
ら
醍
醐
寺
に
移
し
、
清
瀧
大
権
現
と
し
て
仰
が
れ
た
。

（
12
）

万
物
の
構
成
要
素
、
地
、
水
、
火
、
風
、
空
と
い
う
主
要
な
元
素
（
密
教
で

は
識
大
を
加
え
て
六
大
）。
金
剛
界
の
五
仏
は
大
日
（
中
央
）、
阿あ

し
ゅ
く

東

、

宝
生
（
南
）、
阿
弥
陀
（
西
）、
不
空
成
就
（
北
）。
ま
た
金
剛
界
の
五
色
は

白
（
中
央
）、
青
（
東
）、
黄
（
南
）、
赤
（
西
）、
黒
（
北
）。

（
13
）

中
山
観
好
『
松
下
電
器
の
守
護
神
に
つ
い
て
』
平
成
十
二
年
改
訂
版
。

（
14
）

松
下
電
器
社
内
誌
『
松
風
』
昭
和
五
十
三
年
六
月
号
。

（
15
）

昭
和
三
十
七
年
四
月
八
日
の
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
会
で
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
16
）

昭
和
二
十
三
年
二
月
発
表
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば
　
そ
の
一

繁
栄
の
基
」。

（
17
）

昭
和
三
十
七
年
四
月
八
日
に
行
わ
れ
た
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
会
で
の
発
言
。

（
18
）

『
人
間
を
考
え
る
』
の
「
新
し
い
人
間
観
の
提
唱
」
文
。
昭
和
四
十
七
年
。

（
19
）

昭
和
五
十
二
年
一
月
二
十
五
日
、
京
都
経
済
同
友
会
で
の
講
演
（『
松
下
幸

之
助
発
言
集
　
第
4
巻
』
平
成
三
年
、
三
四
八
頁
）。

（
20
）

「
松
下
幸
之
助
・
自
己
啓
発
の
す
す
め
」『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
昭
和
五
十
四
年

八
月
号
、
日
本
能
率
協
会
。

（
21
）

「
宗
教
へ
の
期
待
①
」『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
』
昭
和
二
十
七
年
八
月
号
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
。

（
22
）

昭
和
三
十
六
年
十
月
二
十
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
会
（『
松
下
幸
之
助
発
言
集

第
43
巻
』
平
成
五
年
、
一
五
九
頁
）。

（
た
に
ぐ
ち
・
ぜ
ん
ぺ
い
　
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
第
一
研
究
本
部
研
究
顧
問
）

﹇
五
仏（
金
剛
界
）﹈ 

　
　
　
　
　
阿 

不
空
成
就
　
大
日
　
宝
生 

　
　
　
　
　
阿
弥
陀 

﹇
五
方
﹈ 

　
　
　
東 

北
　
中
央
　
南 

　
　
　
西 

﹇
五
色（
金
剛
界
）﹈ 

　
　
青 

黒
　
白
　
黄 

　
　
赤 

（

）




