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一

天

上

墓

日
本

に

は

じ
め

て

キ

リ

ス
ト
教

を

導

入

し

た

の

は
、

鹿

児

島

の
人

ア

ン
ジ

ロ

ウ

で
あ

る
。

イ

エ
ズ

ス
会

修

道

士

と

し

て

の
霊

名

を

パ

ウ

ロ

・
デ

・
サ

ン

タ

・

フ

ェ
と

い

う
。

ア

ン
ジ

ロ
ウ

の
正

式

な

呼

び

名

は

ヤ
ジ

ロ
ウ

(
弥

次

郎

)

で
あ

る
。

ポ

ル
ト

ガ

ル
式

の

ロ
ー

マ
字

で

は

〉
ロ
σq
奠

o
と

記

す

が

く
⇔
旨

o
が
正

式

(
1
)

で
あ

る
。

こ
れ

は

『
日
本

文

典

』

の

ロ
ド

リ
ゲ

ス

の
指

適

に
よ

っ
て
も

知

ら

れ

る
。

そ

の
通

り
、

地

元

の
鹿

児

島

で
は

ヤ
ジ

ロ
ウ

の
名

前

で
伝

え

ら

れ

て

い
る
。

以

下

、

そ
れ

に
な

ら

っ
て

ヤ
ジ

ロ
ウ
と

記

す
事

に
す

る

。

こ

の

ヤ

ジ

ロ
ウ

の
存

在

に

つ
い

て

は
、

『
フ

ラ

ン

シ

ス

コ

・
デ

・
ザ

ビ

エ

ル

　　
　

　ヨ
　

の
書

翰

』
、

ル
イ

ス

・
フ

ロ
イ

ス
の

『
日
本

史

』
、

近

く

は

フ

ー

ベ

ル
ト

・
チ

ー

　
　
　

ス
リ
ク
の

『世
界
を
歩
い
た
切
支

丹
』
等

に
よ

っ
て
既
に
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
右
の
三

つ
の
資
料
か
ら
日
本
人
ヤ
ジ

ロ
ウ
に
つ
い
て
の
若
干

の
素

描
を
試
み
る
。

ヤ
ジ

ロ
ウ
は
鹿
児
島

(薩
摩
藩
)
の
水
軍
軍
師

の

一
人
で
あ

っ
た
と
想
像
さ

れ
る
。
そ
の
彼
が
何
ら
か
の
理
由
で
殺
人
事
件
を
起
し
、
薩
潘
を
脱
藩
す
る
。

勿
論
、
逃
げ
行
く
先
は
海
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
貿
易
船
に
便
乗
し
マ
ラ
ッ

カ
に
流
れ
着
く
。

一
五
四
七
年
十
月
、

マ
ラ
ッ
カ
で
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
ザ
ビ
エ
ル
と
出
遇
う
事
に
な

る
。
ザ
ビ

エ
ル
は
は
じ
あ
て
見
る
日
本
人

の
容
姿
に
驚
き
、
同
時
に
日
本
の
存

在
を
知
る
。
ザ
ビ

エ
ル
は
ヤ
ジ
ロ
ウ
の
背
後
に
日
本
と
い
う
国
の
高
度
な
文
化

体
系
を
嗅
ぎ
と
り
、
日
本

へ
の
布
教
を
思
い
立

つ
。

ヤ
ジ
ロ
ウ
は
や
が
て
ゴ
ア
に
移
り
、
自
分
の
犯
し
た
殺
人
の
行
為
を
含
あ
て

一
切
の
罪
の
赦
し
と
神

の
恩
寵
を
与
え
ら
れ
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
新
生
す
る

事
に
な
る
。
殺
人
の
罪
か
ら
神
の
恩
寵
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
ヤ
ジ

ロ
ウ

自
身
が
、

一
五
四
八
年
十

一
月
二
十
九
日
付
で
、
ゴ
ア
の
聖
パ
ウ
ロ
学
院
か
ら

ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ

ス
会
総
長
聖
イ
グ
ナ
チ
オ
な
ら
び
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
管
区
長

　ら
　

シ

モ

ン

・
ロ
ド

リ

ゲ

ス
の
両

師

に
宛

て

た
回

心

状

に
見

ら

れ

る
通

り

で
あ

る
。
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ヤ
ジ

ロ
ウ
が
回
心
状
を
書
い
た
そ
の
年
に
、
の
ち
に

『
日
本
史
』
を
書
く
事

に
な
る
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
こ
の
パ
ウ
ロ
学
院
の
学
生
で
あ
り
、
両
者
は
こ

こ
で
共
に
出
遇

っ
て
い
る
。

ヤ
ジ

ロ
ウ
が
ザ
ビ
エ
ル
に
出
遇

っ
た
の
は

一
五
四
七
年
十
月
、
そ
れ
か
ら
八

ケ
月
後
の

一
五
四
八
年
五
月
二
十

二
日
に
受
洗
、
そ
し
て
翌

一
五
四
九
年
四
月

ザ
ビ
エ
ル
を
案
内
し
て
ゴ
ア
を
出
発
、
四
ケ
月
後
の
八
月
十
五
日
に
鹿
児
島
に

入
港
し
て
い
る
。
洗
礼
か
ら
出
発
ま
で
の

一
年
間
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
聖
書
と
教
理

の
学
習
に
没
頭
し
、
殊
に
福
音
書

の
解
釈
の
要
点
は
完
全
に
暗
誦
し
て
い
た
と

ザ
ビ
エ
ル
は
記
し
て
い
る

(前
掲
書
2
)。

実
は
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
が
島
津
藩
を
脱
藩
し
た
の
は
単
身
で
は
な
く
、
共
に
脱
藩

し
た
同
士
が
二
人
い
た
。
そ
の
二
人
と
も
常
に
ヤ
ジ

ロ
ウ
と
行
動
を
共
に
し
入

信
し
て
い
る
。
筆
者
の
想
像
だ
が
、
こ
の
二
人
は
薩
摩
水
軍
の
軍
師
で
あ
る
ヤ

ジ

ロ
ウ
の
家
来

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ジ

ョ
ア

ン
、

ア
ン
ト

ニ
オ
の
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
ヤ
ジ
ロ
ウ
が
習
得
し
た
教
理
の
要
点
を
二
人
の
家
来
に
日
本
語
に

通
訳
し
て
教
え
た
と
い
う
点
に
あ

る
。

こ
れ
か
ら
察
す
る
に
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
短
期

間
の
あ
い
だ
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
精
通
し
て
い
た
事
が
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て

教
理
修
得
の
後

に
、

コ
ス
メ

・
デ

・
ト
レ
ス
と
い
う
学
院
の
神
父
の
指
導
に

よ

っ
て

一
ケ
月
間
の
黙
想

に
入

っ
た
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
を
単
に
文
化
と
し

て
受
容
す
る
内
な
る
日
本
人

一
般

と
較

べ
て
外
な
る
日
本
人
、
謂
わ
ば
漂
泊
の

異
邦
人
ヤ
ジ

ロ
ウ
の
キ
リ
ス
ト
教

の
受
容
態
度
は
基
本
的

に
違

い
を
見
せ
て
い

る
。

ヤ
ジ

ロ
ウ
は
神

に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
敬
虔

で
あ
る
。
同
時

に
ヤ
ジ

ロ
ウ

の
知
的
水
準
の
高
さ
が
偲
ば
れ
る
。
筆
者
が
こ
の
事
を
記
す
の
は
、
地
元
鹿
児

島
で
は
ヤ
ジ

ロ
ウ
と
い
う
存
在
に
対
し
て
殺
人
を
犯
し
て
外
国

へ
逃
げ
た
愚
昧

で
無
知
な
日
本
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
付
け
が
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
様
に
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
が
無
学
で
無
知
な
人
間
で
あ

っ
た
と
い
う
批
判
は
キ

リ
ス
ト
教
の
側
で
も
、
実
は
、
成
さ
れ
て
い
る
。

ト
ウ
ル
セ
リ
ニ
が
書
い
た

『
ザ
ヴ

ィ
エ
ル
伝
』

(
一
六
〇

一
年
)

が
あ
る
。

　
　
　

筆
者
は
未
だ
こ
れ
を
入
手
し
て
い
な
い
の
で
、
チ
ー
ス
リ
ク
が
こ
の
内
容
を
紹

介
し
て
い
る

一
文
を
掲
載
す
る
事
に
す
る
。

「
パ
ウ
ロ

(ヤ
ジ
ロ
ウ
)
は
無
学
な
人
間
。
通
訳
に
も
教
授
に
も
不
適
格
。
超

人
的
な
努
力
を
し
て
も
、
成
績
は
上
ら
な
い
。
翻
訳
し
た
諸
項
目
を
何
ら
の
相

互
関
連
が
な
い
ほ
ど
に
誤
解
。
更
に
彼
が
書
い
た
も
の
は
、
日
本
の
知
識
人
が

笑
わ
ず
に
は
読
め
な
い
ほ
ど
の
下
手
ク
ソ
。」
と
辛
辣
極
ま
り
な
い
。

だ
が
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
の
通
訳
な
し
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本

に
導
入
出
来
な

か

っ
た
。
ザ
ビ
エ
ル
は
日
本
に
来
た
当
初
、
日
本
語
は
完
全
に
理
解
の
外
に
あ

り
ヤ
ジ

ロ
ウ
の
背
後
で
た
だ
沈
黙
を
守
る
だ
け
だ

っ
た
。
そ
こ
で
神
の
言
葉
を

語
る
の
は
ヤ
ジ

ロ
ウ
で
あ
り
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
自
身
の
布
教
で
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
地
元
の

鹿
児
島
に
百
人
の
信
徒
を
育
て
て
い
る
。
こ
の
事
実
と
ヤ
ジ

ロ
ウ
の
無
知
と
は

天
秤
に
か
け
ら
れ
ぬ
。

も

っ
と
も
次
の
よ
う
な
失
敗
は
あ
っ
た
。

ヤ
ジ
ロ
ウ
は
神
を

「大
日
」
と
通
訳
し
た
。
真
言
密
教
の
大
日
如
来
の

「大
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日
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
日
本
人

の
方
が
そ
の
誤
ち
を
指
摘
し
て
く
る
ほ
ど
で

あ
る
。
そ
こ
で
ザ
ビ

エ
ル
は
そ
の
訳
は
か
え

っ
て
神
を
冒
漬
す
る
置
換
で
あ
る

事
に
気
付
き
、
以
後
は
す
べ
て

「
デ

ウ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
る
。

同
時
に
ザ
ビ

エ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教

の
特
殊
な
用
語
に
関
し
て
は
日
本
語
と
し
て

の
仏
教
用
語
に
置
換
え
る
事
を
や
め
、

ラ
テ
ン
語
あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を

そ
の
ま
ま
使
う
よ
う
に
し
た
と

い
う
。
こ
の
事
は
先

に
挙
げ
た
ザ
ビ

エ
ル
の

『書
翰
』
の
な
か
に
出
て
く
る

(前
掲
書
2
)。

言
葉
の
問
題
は
厄
介

で
あ
る
。
異
文
化
間
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
異
な

る
言
葉
へ
の
置
換
と
い
う
蹟
き
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
で
触
れ
る
事

に
な
る
が
、
切
支
丹
当
時

の

『
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
や

『ぎ

ゃ
ど
ぺ
か
ど

る
』
等
の
キ
リ
ス
ト
教
の
も

っ
と
も
基
本
的
な
公
教
書
が
、
す
べ
て
仏
教
用
語

に
置
換
さ
れ
、
ま
る
で
仏
教
書
、
殊

に
浄
土
真
宗
の
教
典
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
の
布
教
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
置
換
の
過
程
を
透
し
て
キ

リ
ス
ト
教
は
日
本
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
真
宗
亜
流
と
し

て
排
斥
さ
れ
敢
て
受
容
さ
れ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。

扨
、
そ
の
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
か
。

一
九
五
〇
年
以
後
、
神
の
恩
寵
と
布
教
の
も
と
に
あ

っ
た
は
ず
の
彼
の
行
方

は
よ
う
と
し
て
知
れ
な
い
。
彼
は
鹿
児
島
を
追
わ
れ
中
国

へ
渡
り
そ
こ
で
死
ん

だ
と
い
う
。

　ア
　

ル

イ

ス

・
フ

ロ
イ

ス
が

書

い

て

い

る
。

「
信

仰

を

棄

て

て
し

ま

っ
た

の
か

、

あ

る

い

は
、

キ

リ

シ

タ

ン
で
あ

る

こ

と

を

や

あ

て
し

ま

っ
た

の

か

…

…
」
、

彼

は
富

を

求

め

て
海

賊

に
な

り

「
シ

ナ

へ
渡

り

シ

ナ

で
殺

さ

れ

た

と

い
う
。
」
。

「
し
か

し

、

そ
れ

は
確

か

な

こ

と

で
も

な

く
、

ま

た
彼

の
最

期

に

つ
い

て

こ
れ

と

違

っ
た

こ
と

を

知

る

よ

し
も

な

い
。
」

と
。

　　
　

フ

ー

ベ

ル

ト

・
チ

ー

ス

リ

ク

は

書

い

て

い

る

。

「
ロ
ド

リ

ゲ

ス

の

『
日
本

教

会

史

』

の
な

か

に
も

ヤ
ジ

ロ
ウ
が

シ

ナ

へ

渡

り
、

そ

こ

で
海

賊

の
手

で
殺

さ

れ

た

と

。

だ

が

、

ロ
ド

リ
ゲ

ス
は

メ

ン

デ

ス

・
ピ

ン

ト

の

『
遍

歴

記

』

の
報

告

を

採

り

入

れ

た

も

の

で
あ

り
、

ピ

ン

ト

の
書

は
半

分

以

上

作

り

話

で
あ

り

真

馮

性

は
疑

わ

し

い
。
」

と

。

こ
れ
ら
の
文
脈
を
浚

っ
て
い
く
と
、

ヤ
ジ

ロ
ウ
は
シ
ナ
へ
渡

っ
て
殺
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
日
本
の
何
処
か
に
姿
を
隠
し
、
あ
る
い
は
匿
ま
わ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
え
て
く
る
。

イ

エ
ズ
ス
会
と
い
う
組
織

の
歴
と
し
た
修
道
士

・
宣
教
師

で
あ
り
、
サ
ビ
エ

ル
を
日
本

に
連
れ
て
来
た
記
念
碑
的
人
物
が
、
そ
の
三
年
後
に
は
行
方
不
明
、

ま
し
て
死
の
記
録
が
教
会
側
に

一
切
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
て
も
不
自
然

で
あ
る
。

芻1

と
こ
ろ
が
日
本
側

(鹿
児
島
本
土
)
の
基
暦
に
は
ヤ
ジ

ロ
ー
の
死
を
伝
え
る
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言
い
伝
え
が
残

っ
て
い
た
。
ヤ
ジ

ロ
ー
は
甑
島
に
身
を
隠
し
そ
こ
で
死
ん
だ
と
。

し
か
も
下
甑
島
の
片
野
浦
と
い
う
山
深
い
集
落
に
、
ヤ
ジ

ロ
ー
の
墓
が
あ
り

(通
称
ヤ
ジ
ロ
ウ
墓
)、
あ
る
秘
密
集
団

に
よ

っ
て
ひ
そ
か
に
護
り
続
け
ら
れ
て

ヘ

へ

　

し
る
と
し
う

早
速
、
甑
島

へ
渡

っ
て
み
る
。
第

一
回
目
の
渡
島
調
査
が
昭
和
五
十
三
年
二

月
の
事

で
あ
る
。

こ
の
島
の
手
打

の
港

で
、
片
野
浦
に
は

「
テ
ン
ジ

ョ
ウ
バ

カ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
と
聞

か
さ
れ
た
。

つ
ま
り

「天
上
墓
」
で
あ
る
。

片
野
浦
の
村
の
ほ
ぼ
中
心
地
帯
が
小
高
い
丘
に
な
っ
て
い
る
。
丘
に
登

っ
て
み

る
。
す
る
と
そ
こ
は
こ
の
村
に
生
き
死
に
し
た
人
間
た
ち
の
墓
碑
が
び

っ
し
り

と
建

っ
て
い
る
。
そ
の
中
央
の
更

に
高
く
な

っ
た
揚
処
に
、
船
首
を
天
空
に
向

け
て
飛
翔
し
て
行
く
か
の
よ
う
な
船
形
の
石
が
建

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
神
寵
石

と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
船
形
の
石
の
根
元
に
半
円
形
の
小
さ

な
石
が
卵
の
よ
う
な
形
で
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
船
形
石
の
傍
に
は
磯
サ
カ
キ

と
呼
ば
れ
る
神
霊
木
が
植
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
こ
の
村

で
死
ん
だ

人
間
た
ち
、
あ
る
い
は
村
の
霊
魂

の
総
体
が
天
な
る
世
界

へ
と
登

っ
て
行
く
生

死
の
里
程
標
の
よ
う
に
見
て
と
れ

る
。
す
く
な
く
と
も
天
上
墓
と
い
う
呼
称
が

何
か
を
暗
示
し
て
い
る
。

昭
和
五
十
三
年
の
調
査
の
当
時
、
天
上
墓
と
い
う
呼
び
名
が
村
の
墓
地
の
シ

ン
ボ
リ

ッ
ク
な
総
称
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
勘
違
い
を
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
観

察
不
充
分
で
あ

っ
た
。
半
円
形
の
半
ば
埋
め
ら
れ
た
卵
形
の
石
は
、
そ
こ
に
人

間
の
遺
体
、
舎
利
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
標
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
天
上
墓
と
は

シ
ン
ボ
リ

ッ
ク
な
呼
称

で
は
な
く
、

一
人

の
聖
な
る
人
間
を
埋
葬
し
た
墓
だ

っ

忽1

た
の
だ
。

平
成
八
年
十
二
月
、
第
三
回
目
の
調
査

に
赴
い
た
折
、

ヤ
ジ

ロ
ウ
墓
は

一
ケ

処
に
定
着
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
違
う
場
処
に
移
さ
れ
て

来
た
と
手
打
の
住
民
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
片
野
浦
な
る
村
は
完
全
黙
秘
に
沈
ん

で
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
は
い
き
お
い
外
部
の
周
縁
の
村
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
遷
墓
は
両
墓
制
に
準
ず
る
民
俗
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
再

び
、
天
上
墓
の
聖
地
を
訪
れ
て
み
る
。
す
る
と
天
と
地
を
結
ぶ

ヘ
ソ
で
も
あ
る

か
の
如
き
船
形
の
石
は
横
に
な
ぎ
倒
さ
れ
掘
り
く
り
返
さ
れ
て
か

っ
て
み
た
天

上
墓
の
荘
厳
の
様
子
は
見
る
影
も
な
か

っ
た
。

何
処

へ
移
さ
れ
た
の
か
。
何
故
、
移
す
の
か
。

こ
れ
ま
で
片
野
浦
の
ヤ
ジ

ロ
ウ
墓
と
そ
れ
を
護
り
続
け
る
秘
密
結
社
の
調
査

に
や

っ
て
来
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
壮
大
な
チ
ー
ム
が
陸
続

と
し
て
乗
り
こ
ん
で
い
た
。
地
元
の
鹿
児
島
大
学
を
は
じ
め
宮
崎
大
学
、
大
分

大
学
、
長
崎
大
学
、
九
州
大
学
等
の
五
大
学
の
民
俗
調
査
班
、

マ
ス
コ
ミ
で
は

朝
日
新
聞
、
N
H
K
等
々
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
だ
が
如
何
な
る
調
査
班
で
あ

れ
片
野
浦

の
拒
絶
に
あ

っ
て
彼
等
は
何
も
掴
み
得
ず
素
手
ぶ
り
で
帰

っ
て
き
た
。

む
し
ろ
、
調
査
班
が
村
に
乗
り
込
ん
で
来
る
た
び
に
片
野
浦
は
秘
密
の
壁
を
厚

く
し
て
沈
黙
し
た
。

そ
れ
で
も
、
高
度
経
済
成
長
と
離
島
開
発
の
波
に
乗

っ
て
、
秘
密
共
同
体
と

し
て
の
村
か
ら
外

へ
と
脱
け
る
人
間
が
出
て
く
る
。
そ
の
脱
け
た
村
民
か
ら
周
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難
覇
留
:
,

辱

、…

、…

蠡

ヤ ジロウ墓 と推察 され る墓 天上墓か ら移 され たもの(平 成九年九月撮影)

縁
の
村
に
少
し
つ

つ
秘
密
が
洩

ら
さ
れ
て
来
た
と
い
う
推
移
が

あ
る
。

　　
　

そ
れ

に
よ

る
と
、
天

上
墓

(ヤ
ジ
ロ
ウ
墓
)
が
移
さ
れ
た
の

は
度
重
な
る
調
査
班
の
侵
入
か

ら
隠
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

聖
な
る
も
の
は
匿
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

筆
者
に
は
暴
露
趣
味
は
な
い
。

然
し
、
墓
の
存
在
を
立
証
し
な

い
限
り
筆
者
の
論
旨
は
先
に
進

ま
な
い
。
紆
余
曲
折
の
果
て
に

墓
の
新
た
な
場
処
が
判
明
し
た
。

平
成
九
年

の
九
月
十
日
、
第
五

回
目
の
渡
島

の
折

で
あ
る
。
日

本

の
村

の
何
処

に
で
も
見
か
け

る
村
道
脇

の
竹
藪

の
な
か
に
そ

れ
は
ひ
そ
か
に
荘
厳
さ
れ
て
い

た
。
陽
光

の
さ
し
こ
ま
ぬ
竹
藪

の
な
か
に
竹
藪
が
切
り
払
わ
れ

た
狭
い
空
間
が
ぽ
っ
か
り
と
円
周
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
に
海
亀
が
う
ず

く
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
形
状
の
石
が
安
置
さ
れ
て
い
る

(写
真
参
照
)。
そ
の
周

囲
は
笹
の
葉

一
つ
落
ち
て
い
な
い
。
き
れ
い
に
掃
き
清
あ
ら
れ
た
跡
が
見

て
と

れ
る
。
竹
藪
の
な
か
に
箒
と
塵
取
り
が
隠
す
よ
う
に
立

て
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

誰
か
に
よ

っ
て
毎
日
清
掃
が
行
わ
れ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
村

の
女
性
た

ち
に
こ
の
墓

の
事
を
聞
い
て
み
る
。

「
そ
ん
な
も
の
は
知
ら
な
い
」

と
口
々
に

答
え
る
。
た
だ

一
人
だ
け

「尊

い
人

の
墓
だ
と
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
。

一
九
八

一

(昭
和
六
十
三
)
年
、
二
月
、

ロ
ー
マ
法
王

ヨ
ハ
ネ

・
パ
ウ
ロ
H

世
が
日
本

に
や

っ
て
来
た
。
そ
の
折
、
随
判
し
た
法
王
庁
の
使
節
団
か
ら
片
野

(10
)

浦

の
ヤ
ジ
ロ
ウ
墓
を
訪
問
墓
参
し
た
い
旨

の
打
診
が
あ

っ
た
と
い
う
。
法
王
庁

で
も
ヤ
ジ
ロ
ウ
墓

の
事
は
公
然

の
秘
密
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
模
様
で

あ
る
。
だ
が
片
野
浦
は
に
べ
も
な
く
断

っ
た
。
彼
等
の
秘
匿
性
は
徹
底
し
て
い

る
。

二

隠

れ

キ

リ

シ

タ

ン

・
ク

ロ
宗

。

片
野
浦
は
戸
数
四
十
八
戸
の
小
さ
な
山
中
の
村
落
で
あ
る
。
そ
の
四
十
八
戸

は
ク
ロ
宗
、
あ
る
い
は
ク
ロ
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
に
よ

っ
て
結
束
し
て
い
る
。

ク
ロ
宗
の
ク
ロ
と
は
ク
ロ
ス
の
ク
ロ
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
の
末
裔
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
古
来
、
鹿
児
島
の
郷
土
史
に
於

い
て
は
公
然
の
事
実
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
ク

ロ
は
筆
者
に
言
わ

し
む
れ
ば
シ
ロ
に
対
す
る
ク
ロ
で
あ
り
、
周
囲
の
人
間
が
付
け
た
差
別
の
呼
び
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名
で
あ
る
と
思
え
る
。
然
し
そ
の
事
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

甑
島
は
鹿
児
島
本
土
西
方
の
東
シ
ナ
海
に
浮
か
ぶ
離
島
で
あ
る
。
上
島
、
下

島
に
分
か
れ
、
片
野
浦
は
下
甑
島
の
内
に
位
置
す
る
。
下
甑
の
地
形
は
、
平
地

が
殆
ん
ど
な
く
、
謂
わ
ば
、
垂
直
肢
節
の
変
化
が
多
い
島
で
あ
る
。
平
地
は
と

い
え
ば
、
島

の
入
口
で
あ
る
手
打
の
港
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
人
を
寄
せ

つ
け
な
い
島

に
見
え
る
。

東
西
の
距
離
は
最
長
七
・五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、

最
短

で
四
・五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
小
島
で
あ
る
。
だ
が
島
全
体
が
垂
直
体

の
形
状
で

あ
り
、
い
っ
た
ん
島
に
入
れ
ば
険
し

い
深
山
を
思
わ
せ
る
。
片
野
浦
の
村
落
は

手
打
の
港
か
ら
ほ
ぼ
三
キ

ロ
の
距
離

に
あ
る
。

こ
の
片
野
浦
の
頂
点
に
立

つ
人

物
は
サ
カ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
。
サ
カ
ヤ
と
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
転
訛

で
あ
り
、
秘

サ
カ

ヤ

蹟
あ
る
い
は
秘
蹟
を
行
う
者
を
意
味
す
る
。

こ
の
サ
カ
ヤ
に
現
在
は
賢
家
と
い

う
文
字
を
あ
て
て
い
る
。
サ
カ
ヤ
は
世
襲
制
度

で
あ
り
大
毛
家

に
よ
る
万
世

一

系
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
サ
カ
ヤ
は
、
村
に
対
し
て
強
大
な
支
配
権
を

握

っ
て
い
る
。

こ
の
ク
ロ
教
の
村
に
は
厳
重
な
掟
が
あ
り
、
村
以
外
の
人
間
と
結
婚
す
る
事

は
許
さ
れ
な
い
。
殊
に
大
毛
家
の
場
合
、
こ
の
律
法
は
厳
し
い
。
サ
カ
ヤ
の
息

子
と
し
て
サ
カ
ヤ
を
継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
大
毛
三
明
氏
は
、
片
野

浦
か
ら
北
東
部

へ
山

一
つ
越
え
た
青
瀬
と
い
う
海
岸
の
青
瀬
小
学
校
の
代
用
教

員
を
勤
め
て
い
た
。
そ
こ
で
女
性
教
師
と
恋
愛
し
結
婚
し
た
ば
か
り
に
サ
カ
ヤ

継
承
権
を
奪
わ
れ
大
毛

の
名
を
剥
奪

さ
れ
て
村
を
追
わ
れ
た
。
現
在
、
山
下
姓

を
名
乗

っ
て
い
る
。
山
下
三
明
氏

(八
十
六
才
)
、
鹿
児
島
市
に
移
住
し
て
い

る
。扨

、

こ
の
山
下
三
明
氏
な
ど
が
村
を
脱
け
た

一
つ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ

の
脱
け
に
よ

っ
て
ク

ロ
教
の
実
体
が
少
し
つ

つ
外
部
に
洩
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

民
俗
調
査
と
い
う
も
の
は
記
録
史
料
の
不
在
に
よ

っ
て
不
明
な
実
体
と
そ
の

歴
史
を
聞
き
取
り
調
査
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
方
法
を
採
る
。
そ
の
場

合
、
そ
の
取
材
先
を
公
表
出
来
な
い
事
情
も
あ
る
。
筆
者
の
場
合
、
そ
の
取
材

は
先
ず
は
こ
の

「脱
け
」
に
依

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
も
う

一
つ
の
ケ
ー
ス

を
挙
げ
れ
ば
、
か

っ
て
片
野
浦
の
住
民
で
あ
り
現
在
は
手
打
の
町
で
T
薬
局
を

営
む
主
人

(大
毛
姓
)

で
あ
る
。

も

っ
と
大
き
い
取
材
源
も
あ
る
が
そ
れ
は
後

述
す
る
。

扨
、
現
在

の
サ
カ
ヤ
は
女
性
、
大
毛
久
枝
さ
ん

(年
令
推
測
八
十
才
代
)
で
あ

る
。
三
明
氏
が
脱
け
た
ば
か
り
に
男
性
継
承
者
が
い
な
く
な
り
姪
の
久
枝
さ
ん

が
継
承
し
て
サ
カ
ヤ
の
地
位
に
あ
る
。
謂
わ
ば
、
女
帝
で
あ
る
。

三

甑
島

と
キ
リ

ス
ト
教

下
甑
村
立

の
歴
史
民
俗
資
料
館
を
訪
れ
る
と
、

一
六
〇
二

(慶
長
七
)
年
に
、

下
甑
島
長
浜

に
建

て
ら
れ
た
ド
ミ

ニ
コ
教
会

の
定
礎
石
が
残
さ
れ
て
い
る
。
丼

茶
碗
を
や
や
大
き
く
し
た
ほ
ど
の
粗
石

で
あ
る
。
十
字
架
が
刻
ま
れ
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
で
人
名
ら
し
き
も
の
が
彫
ら
れ
て
い
る

(但
し
判
読
不
能
)。

そ
れ
は
甑

島
に
漂
着
し
た
パ
ー
ド
レ
た
ち
が
日
本
で
最
初

に
建

て
た
小
さ
な
教
会

の
礎

で

あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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(11
)

以

下

、

レ

オ

ン

・
パ
ジ

ェ
ス

の

『
日
本

切

支

丹

宗

門

史

』
、

『
島

津

家

文

書

』

(
12
)

(13
)

集
成
、

『鹿
児
島
県
史
』

を
援
用
し
な
が
ら
甑
島
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
導

入
期
と
弾
圧
期

に
限

っ
て
敷
衍
し
た

い
。

一
六
〇

一

(慶
長
六
)
年
、
島
津
藩
主
は

マ
ニ
ラ
の
ド
ミ
ニ
コ
派
管
区
長
に

宛

て
て
宣
教
師

の
派
遣
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
甑
島
に
や
っ
て
来
た
の

が

モ
ラ
レ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
六
人

の
パ
ー
ド
レ
た
ち
で
あ
る
。
彼
等
は
甑
島

に
漂
着
し
た
ま
ま
九
州
本
土
に
上
陸
す
る
事
が
許
さ
れ
な
い
。
定
期
的
に
鹿
児

島
本
土
の
川
内
港
と
の
往
来
が
認
め

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
島
津
家
は

彼
等
が
持

っ
て
く
る
文
化
が
欲
し
い
の
で
あ
り
伝
導
布
教
は
認
め
な
い
。
彼
等

は
行
動
の
自
由
を
束
縛
さ
れ
看
視
さ
れ
、
謂
わ
ば
甑
と
い
う
離
島

に
封
じ
こ
あ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
下
甑
島
は
キ
リ
シ
タ

ン
伝
導
史
の
な
か
で
伝
導
基
地
と
し
て
の

重
要
な
意
味
合
い
を
持

つ
事
に
な
る
。
長
浜
の
小
さ
な
教
会
は
そ
の
時
に
建

て

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

甑
島

の
片
野
浦
に
身
を
隠
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
ヤ
ジ

ロ
ウ
の
行
方

不
明
か
ら
数
え
て
五
十
年
後
の
事
で
あ
る
。
但
し
ヤ
ジ

ロ
ウ
は
ド
ミ
ニ
コ
と
は

反
対
勢
力

の
イ

エ
ズ
ス
会

で
あ

っ
た
。

一
六
〇
五

(慶
長
十
)
年
に
は
、

フ
ィ
リ

ッ
ピ
ン
総
督
の
書
翰
を
た
ず
さ
え

た
ル
エ
ダ
と
い
う
教
父
が
甑
島
に
来
島
す
る
。

と
こ
ろ
が

一
六
〇
八

(慶
長
十
三
)
年
に
な
る
と
島
津
藩
の
態
度
が
急
変
す

る
。
そ
の
年
の
二
月
、
甑
島
在
住
の

モ
ラ
レ
ス
が
幕
府
に
赴
い
た
留
守
を
狙

っ

て
長
浜
の
伝
導
基
地
を
没
収
し
破
却
し
て
し
ま
う
。

一
六
〇
九

(慶
長
十
四
)
年
、
甑
島
在
住

の
パ
ー
ド
レ
た
ち
は
す
べ
て
退
去

さ
せ
ら
れ
る
。

一
六
四
二

(寛
永
十
九
)
年
、
幕
府
は
甑
島
と
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
関
係
を
重

要
視
し
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
の
特
別
法
令
を
甑
島

に
布
達
す
る
。
「甑
島
に
来

航
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
発
見
次
第
、
本
藩
な
ら
び
に
松
平
藩

(島
原
)
に
注

進
せ
よ
」
と
。

こ
れ
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
甑
島
と
い
う
離
島
が

マ
ニ
ラ
と
日
本
本
土
を
結

ぶ
ド
ミ
ニ
コ
教
会
の
中
継
基
地
と
し
て
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
分

る
。一

六
四
二

(寛
永
十
九
)
年

の
布
令

の
網

の
目
に
ひ

っ
か
か
る
よ
う
に
、

パ
ー
ド
レ
た
ち
は
再
び
甑
島

に
や

っ
て
来
る
。

マ
ニ
ラ
の
耶
蘇
会
学
林
長
ル
ピ

ノ
、

モ
ラ
レ
ス
等

の
パ
ー
ド
レ
で
あ
る
。

モ
ラ
レ
ス
は
再
び
や

っ
て
来
た
の
だ
。

然
し
彼
等
は
即
座
に
捕
え
ら
れ
長
崎
に
送
ら
れ
て
殉
教
し
た
。

日
本
の
な
か

で
先
ず
い
ち
ば
ん
最
初
に
キ
リ
ス
ト
教
に
洗
わ
れ
た
の
が
甑
島

で
あ
り
そ
の
島
民
で
あ
る
。
こ
う
い
う
歴
史
的
状
況
と
片
野
浦
は
同
時
に
存
在

し
て
い
る
。

で
は
ク
ロ
宗
は
如
何
な
る
秘
儀
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
秘
匿

性
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は

「生
き
肝
と
り
」
と
い
う
秘
儀
の
故
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
生
き
肝
と
り
と
は
、
人
間
の
臨
終
に
際
し
て

27

即
座
に
胸
を
切
り
開
い
て
生
き
肝

(心
蔵
)
を
取
り
出
す
の
だ
と
い
う
。
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つ
ま
り
供
犠
の
儀
礼
で
あ
る
。
神

に
捧
げ
る
生
贄
と
し
て
心
蔵
を
切
り
取
る
。

こ
の
儀
礼
を
村
び
と
の
死
に
立
ち
合

う
サ
カ
ヤ
が
執
行
す
る
。
こ
の
場
合
、
カ

ト
リ

ッ
ク
と
い
う
表
層
宗
教
が
地
上

か
ら
隠
れ
教
会
か
ら
離
れ
て
基
層

へ
と
埋

没
し
て
行
く
時
、
基
層
民
俗
の
生
贄

の
祭
儀

へ
と
帰
着
し
て
い
っ
た
の
か
。
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
カ
ト
リ

ッ
ク

の
深
層
に
潜
む
供
犠

の
宗
教
を
帰
趨
と
し

た
の
か
。
い
ろ
ん
な
要
素
が
重
層
し

て
い
る
が
、
も
と
も
と
、
鹿
児
島
の
基
層

土
俗
に
は

「冷

え
も
ん
取

い
」
と
い
う
習
俗
が
あ

っ
た
事
が

『鹿
児
島
の
昔

　
お
　

話
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

藩
政
時
代
の
鹿
児
島
で
は
処
刑
さ
れ
た
犯
罪
人
の
生
き
肝
を
取
る
事
が
公
認

さ
れ
て
い
た
。

「冷
え
も
ん
」

と
は
肝

の
事

で
あ
る
。

現
在
の
鹿
児
島
市
電
の

二
軒
茶
屋
停
留
所
か
ら
山
に
入

っ
た
所
に
、

「
サ
カ
セ
ド
刑
場
」

が
あ

っ
た
。

そ
こ
で
行
わ
れ
る
の
が
冷
え
も
ん
取

い
で
あ
る
。
打
ち
首
に
よ
っ
て
首
が
刎
ね

落
ち
る
と
、
刑
場
を
と
り
ま
く
兵
児

た
ち
は

一
斉
に
胴
体
に
取
り
つ
き
短
刀
で

腹
部
を
切
り
裂
き
肝
を
取
り
合

っ
た
。
鹿
児
島
に
は
特
産
の
秘
薬

「浅
山
丸
」

が
あ
る
が
、
そ
れ
が

「冷
え
も
ん
」

で
作
ら
れ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
兵
児
た
ち

に
と

っ
て
は
そ
れ
が
臨
時
収
入

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
生
贄
と

し
て
他
人
の
命
を
救
う
秘
薬
と
な

っ
た
。

「
浅
山
丸
」

は
今
も
あ
る
が
、
今
日

で
は
お
そ
ら
く
そ
れ
は
鹿
か
何
か
の
動
物

の
肝
で
あ
ろ
う
。

で
は
ク

ロ
教

の
場
合
、
供
犠
と
し

て
切
り
出
さ
れ
た
心
蔵
は
ど
う
な
る
の
か
。

「六
神
丸
」
に
な
る
の
だ
と
周
囲
の
村
は
い
う
。

何
も
驚
く
事
は
な
い
。
死
ん
だ
人
間
の
蔵
器
が
他
人
の
病
い
を
癒
す
。
こ
れ

は
現
代
、
正
当
化
さ
れ
行
わ
れ
て
い
る
蔵
器
移
植
の
類
型
で
あ
る
。

サ
カ
ヤ
は
村
を
支
配
す
る
ほ
ど
に
財
産
家
で
あ
り
資
金
力
が
豊
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ

っ
て
こ
そ
サ
カ
ヤ
と
ク

ロ
宗
は
存
続
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
財
力

は
生
き
肝
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
話
は
す
べ
て

「
脱
け
」
か
ら
の
聞
き
取
り
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
脱

け
」
以
外
か
ら
の
、
外
の
村
の
人
間
か
ら
の
聞
き
取
り
も

一
つ
だ
け
挙
げ
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
下
甑
村
立
の
歴
史
民
俗
資
料
館
の
調
査
員
氏
で
あ
る
。

彼
の
父
親
は
大
工
で
あ

っ
た
と
い
う
。
手
打
の
港
か
ら
片
野
浦

へ
、
屡
、
家

を
建

て
に
通

っ
た
と
い
う
。
作
業
中

の
あ
る
日
、
死
人
が
出
た
の
で
棺
桶
を

造

っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
寝
棺
を
造

っ
た
。
見
て
い
る
と
入
棺
の
儀
式
が
何
と
畳

を
剥
い
で
床
下
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。
儀
礼
執
行
人
が
床
下
か
ら
這
い
上

っ
て

来
た
時
、
何
故
か
、
全
身
が
血
痕
で
真

っ
赤
に
染
ま

っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し

て

一
升
瓶
に
詰
め
ら
れ
た
血
を
見
た
と
い
う
。
昭
和
二
十

一
年

の
事

で
あ
る
。

扨
、

こ
の
種

の
聞
き
取
り
を
ど
れ
だ
け
積
み
重
ね
て
も
実
証
性

の
保
証
に
は

届
か
な
い
。
問
題
は
受
容
さ
れ
た
表
層
宗
教
が
隠
れ
と
い
う
長

い
時
間
の
な
か

で
基
層
土
俗

へ
と
沈
澱
す
る
。

こ
の
場
合
、
宗
教
学

の
概
念
で
は

「変
容
」
と

呼
ば
れ
て
来
た
。
だ
が
基
層
土
俗
の
内
容
は
神
秘
と
い
う
皮
を

一
皮
め
く
れ
ば

現
世
利
益

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
、
変
容
で
は
な
く
て
現
世
利
益

へ
の

「転
換
」

な
い
し
は

「置
換
」

と
言
え
る
。
要
す
る
に
す
り
換
え
で
あ
る
。
隠

れ
離
れ
と
い
う
条
件
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
も
と
も
と
日
本
人
の

一
般
的
受
容

の
態
度
は
こ
の
現
世
利
益
に
あ
る
。
信
仰
と
し
て
で
な
く
文
化
と
し
て
し
か
受
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容
し
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
世
利
益
と
い
う
現
実
的
功
利
性
の
故
で

あ
る
。
生
贄
と
い
う
秘
儀
に
は
罪
の
贖
い
と
い
う
よ
り
冷
徹
な
現
世
利
益
が
よ

り
深
く
絡
ま

っ
て
い
る
。

片
野
浦
の
ク

ロ
宗

の
徒
は
藩
政
時
代
は
真
言
宗
の
檀
徒
で
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
の
真
言
密
教
の
持

つ
呪
術
性
、
秘
儀
性
と
の
習
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
等

は
あ
く
ま
で
も
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
。
真
言
宗

の
檀
徒
で
あ

っ
た
と
い
う

事
は
寺
請
制
度
に
よ
る
強
制

で
も
あ
る
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
事
を
隠
す
擬
装

で
あ

っ
た
と
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
片
野
浦
の
か

っ
て
の
天
上
墓
の
あ

っ
た
丘
に
対
応
す
る
地
点

の

平
地
に
堂
々
た
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
本
堂
が
そ
び
え
て
い
る
。
た

っ
た
四

十
八
戸
の
村
に
し
て
は
立
派
す
ぎ
る
真
宗
寺
院
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
キ
リ
シ
タ

ン
と
真
言
宗
と
浄
土
真
宗
と
い
う
三

つ
の
重
層
が

一
挙
に
浮
か
び
上

っ
て
来
た
。

五

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
隠
れ
念
仏

ク

ロ
教

の
村

に
そ
び
え
る
浄
土
真
宗
の
寺
院
は
村
の
中
心
に
位
置
す
る

(写

真
参
照
)。
寺
院
名
は
無
名

で
あ
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
片
野
浦
説
教
所
と

称
す
る
。
か

っ
て
は
隣
村

の
青
瀬
の
西
楽
寺
の
管
轄
す
る
寺
で
あ

っ
た
が
、
離

島
の
小
寺

で
は
食

っ
て
い
け
な
い
。

そ
こ
で
西
楽
寺
住
職
は
甑
島
を
退
転
し
本

土

へ
移

っ
て
い

っ
た
。
そ
こ
で
現
在

は
手
打

の
法
雲
寺
が
片
野
浦

の
依
頼

に

よ
っ
て
肩
代
り
し
て
い
る
。

つ
ま
り
法
雲
寺
住
職

・
井
芹
大
心
師
が
ク
ロ
宗
の

人
々
の
仏
事
法
要
、
更
に
は
片
野
浦

の
本
堂

で
の
報
恩
講
を
勤
め
て
い
る
。
然

クロ宗の村の中心 にある真宗 寺院境 内地 にあ る 「木仏安置記念」 の碑
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し
、
そ
れ
は
形
だ
け
で
あ
り
、
法
雲
寺
住
職
が
彼
等
の
寺
の
運
営
や
寺
の
法
要

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
そ
の
も
の
に
口
出
し
す
る
事
は
頑
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
。
彼
等

が
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る
の
は
昼

の
時
間
だ
。
夜
の
時
間
に
な
れ
ば
ク
ロ
宗

と
い
う
秘
儀
の
世
界

へ
帰

っ
て
行
く
。

で
は
誰
が
こ
の
寺
を
建
て
た
の
か
。

サ
カ
ヤ
の
大
毛
家
が
土
地
を
提
供
し
、
建
築
資
金
の
す
べ
て
を
賄

っ
た
と
い

う
。
そ
れ
ほ
ど
に
サ
カ
ヤ
に
は
財
力

が
あ
る
。
か

っ
て
こ
の
寺
を
管
轄
し
て
い

た
青
瀬
の
西
楽
寺
も
表
向
き
ク
ロ
教

に
雇
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
西
楽
寺

の
管
轄
は
行
政
上
の
名
儀
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
名
儀
と
は
ク

ロ
宗

で
あ

る
事
を
隠
す
擬
装
工
作
で
も
あ
る
。

と
い
う
よ
り
重
層
体
系
の
典
型
的
な
例
証

が
こ
こ
に
は
あ
る
。

そ
の
重
層
と
は
何
か
。

片
野
浦
の
真
宗
寺
院
は
昭
和
十
七
年
四
月
に
建
築
さ
れ
て
い
る
。
境
内
地
に

は
落
慶
年
号
と
共
に
彫
ら
れ
た

「木
仏
安
置
記
念
」
と
い
う
石
碑
が
建

っ
て
い

る
。
昭
和
二
十

一
年
、
カ
ト
リ

ッ
ク
鹿
児
島
教
区
長
の
司
教
が
ア
メ
リ
カ
兵
と

共
に
や

っ
て
来

て
、
「正
統
カ
ト
リ

ッ
ク
」
に
復
帰
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
時
、

サ
カ
ヤ
は
教
区
長
た
ち
を
こ
の
寺
に
引

っ
張

っ
て
行
き
、
ほ
れ
我
々
は
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
の
門
徒
で
あ
る
と
主
張
し
お
引
き
取
り
を
願

っ
た
と
い
う
。
こ
の

寺
は
彼
等
の
秘
密
を
護
る
防
塞
で
も
あ
る
。

扨
、
「木
仏
安
置
記
念
」
と
い
う
石
碑
に
見
ら
れ
る
通
り
、
「木
仏
」
と
い
う

か
ら
に
は
そ
れ
以
前
に

「絵
像
」
あ

る
い
は

「名
号
」
が
既
に
こ
の
片
野
浦
に

存
在
し
て
い
た
事
を
証
明
し
て
い
る
。

甑
島
の
村
落
に
は
藩
政
時
代
か
ら

「小
寺
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。

「小
寺
」
と
は

「
講
寺
」
が
訛

っ
た
呼
び
名
で
あ
る
。
別
の
呼
び
名
で

「御
座
」

と
も
言
う
。

片
野
浦

の
周
縁

の
村
に
は

「浜
小
寺
」

「
石
垣
小
寺
」

「茶
円
小

寺
」

が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。

右
の
内
、
「茶
円
小
寺
」

に

つ
い
て
述

べ
る
事

に
す
る
。

浄
土
真
宗
と
い
う
教
団
は

「講
」

に
よ

っ
て
繋

っ
て
い
る
。
「講
」

と
は
村

の
内

で
の
村
人

に
よ
る
仏
法
聴
聞

の
ヨ
コ
の
繋
り
で
あ
り
、
そ
の
会
合

の

「場
」
を

「講
」
と
い
う
。
講
に
は

「小
寄
」
「中
寄
」
「大
寄
」
と
い
う
三
種

の
講
が
あ
り
、

「小
寄
講
」

の
場
合
は
近
隣
の
四
、

五
軒
か
ら
多
く
て
も
十
軒

が

一
つ
の
単
位
と
な

っ
て
講
の
も
と
に
結
衆
し
て
い
る
。
そ
の
四
、
五
軒

の
講

が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
集
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
家
の
外
に
講
の
場
処
を
建
築
し

家
の
外

に
集
会
所
、
礼
拝
所
を
設
け
、
深
夜
そ
こ
に
集
る
の
で
あ
る
。
謂
わ
ゆ

る

「
講
寺
」
口
「
小
寺
」
で
あ
る
。
わ
ず
か
四
、
五
軒
で
こ
の
小
寺
を
維
持
し
て

行
く
の
は
村
民
に
経
済
的
負
担
が
大
き
く
の
し
か
か
る
。
そ
れ
で
も
村
は
こ
の

小
寺
に
よ

っ
て
ヨ
コ
の
絆
を
深
め
て
行
く
。
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
が

架
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
が
架
け
ら
れ
る
。

最
近

で
は
離
村
人
口
が
多
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
小
寺

の
維
持
が
困
難
に

な

っ
た
。
浜
と
石
垣
の
小
寺
は
つ
い
最
近
、
廃
業
さ
れ
て
本
寺
の
手
打
法
雲
寺

(現
在
ク
ロ
宗
の
村
の
檀
那
寺
)
に
統
合
さ
れ
、
そ
こ
に
あ

っ
た
絵
像
は
現
在
、

法
雲
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
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茶円小寺(講 寺)

今
も
き
ち
ん
と
し
た
形
で
残

る

一
つ
が
茶
円
小
寺

で
あ
る
。

講

の
あ
る
日
に
限

っ
て
戸
口
が

開
か
れ
普
段
は
閉
じ
た
ま
ま
で

あ
る

(写
真
参
照
)。

こ
の
茶
円

小
寺
は
僅
か
四
軒
の
家
で
共
有

さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
。
か

っ

て
は
五
軒
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
な
か
の

一
軒
、
吉
原

芳
子
さ
ん
が
正
統
カ
ト
リ

ッ
ク

に
入
信
し
た
為
、
吉
原
さ
ん
は

小
寺
か
ら
の
離
脱
宣
言
を
行
い
、
四
軒
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
吉
原
さ
ん
が
、
実
は
、
片
野
浦
の
ク
ロ
宗
と
も

っ
と

も
深
い
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
信
頼
を
得
る
人
物
の

一
人
で
あ
り
、
サ
カ
ヤ

と
の
間
で
、
ヤ
ジ

ロ
ウ
墓
を
発
掘
す
る
と
い
う
約
束
を
取
り
交
す
ま
で
に
な
り
、

結
局
、
そ
の
日
に
な

っ
て
、
サ
カ
ヤ
か
ら
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
体
験
の
持
主
で

あ
る
。

扨
、

こ
こ
に
挙
げ
た

「小
寺
」
が
藩
政
時
代
か
ら
片
野
浦
に
も
あ

っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。
サ
カ
ヤ
は
真
宗
の
本
堂
を
建
て
た
が
、
寺
の
本
堂
と
い
う
も
の
は

そ
の
基
盤
が
何
も
な
い
無
風
の
土
地
柄
で
は
建
て
よ
う
に
も
建
て
ら
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
ク

ロ
宗
の
村
に
も
幾

つ
か
は
存
在
し
て
い
た
小
寄
講
の
形
の

「小

寺
」
細
胞
を
糾
合
し
て
片
野
浦
全
体
の
寺
を
建
て
た
と
思
わ
れ
る
。
講
寺
か
ら

寺
院

へ
と
発
展
移
行
す
る
時
、

本
尊
は
絵
像
か
ら
木
仏

へ
と
代
る
。

「木
仏
安

置
記
念
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
普
通
に
は
し
な
い
。
普
通
で
あ

っ
た
ら

「落

慶
記
念
」

で
あ
る
。

で
は
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
末
裔
で
あ
る
ク
ロ
宗
が
何
故
、
浄
土
真
宗
な
の

か
。キ

リ
シ
タ
ン
と
同
時
に
弾
圧
を
受
け
続
け
禁
じ
ら
れ
て
来
た
の
が
浄
土
真
宗

で
あ
る
。
日
本
列
島
は
地
域

に
よ

っ
て
そ
の
禁
圧
と
容
認
の
仕
方
が
可
成
り

違

っ
て
く
る
が
、
鹿
児
島
で
は

一
五
〇
〇
年
代
の
初
め
か
ら
明
治
九
年
に
至
る

ま
で
浄
土
真
宗
は
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
浄
土
真
宗
の
門
徒
は
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
と
同
様
に
隠
れ
念
仏
の
徒
と
な

っ
て
秘
密
の
講
の
も
と
に
結
集
し
信
心
を
相

続
し
た
。
島
津
藩
の
採

っ
た
弾
圧
の
方
法
は
凄
惨
で

一
村
丸
潰
し
と
い
う
藩

の

経
済
損
失
と
引
換
に
し
て
ま
で
敢
行
さ
れ
た
。

こ
の
件
に
関
し
て
は
拙
著

『殉

(14
)

(15
)

教
と
民
衆
』

『
無
縁
と
土
着
」

の
な
か
で
詳
述
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
触
れ
ず
に
先
に
進
む
。

そ
こ
で
、
拙
稿
の
テ
ー
マ
を

こ
こ
で
は

っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

そ
れ
は
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
隠
れ
念
仏
と
、
公
権
力
に
よ

っ
て
同
じ
よ
う

に
禁
圧
さ
れ
隠
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

「隠
れ
る
も
の
同
士
」
が
歴
史

の
底

の

何
処
か
で
繋
り
合
う
事
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

す
く
な
く
と
も
そ
れ
を
問
う
事
が
、
日
本
人
は
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に

131



隠れキ リシタ ンと隠れ念仏

受
容
し
た
か
の
命
題
に
迫
り
得
る
。

更
に
は
、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
を
解
明
す
る
場
合
、
外
部
か
ら
布
教

し
て
く
る
異
文
化
の
宗
教
が
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
の
逆
の
問
題
が

先
行
し
て
い
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
拙
稿
の
狙
い
は
そ
れ
を
解
明
す
る

事
に
あ
る
。
ク

ロ
宗
や
生
き
肝
取
り
は
そ
の
た
あ
の
素
材
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

扨
、
甑
島
と
い
う
離
島
に
浄
土
真
宗
が
入

っ
て
く
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り

も
遅
か

っ
た
。
こ
の
島

で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
退
去
し
た
後
に
浄
土
真
宗
が
や

っ

て
く
る
。
だ
か
ら
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
浄
土
真
宗
が
キ
リ
ス
ト
教
の
肩
代
り

を
し
た
と

い
っ
て
も
過
言

で
は
な

い
。
浄
土
真
宗
は
仏
教
だ
が
、
仏
教

一
般

(他
宗
)
か
ら
言
え
ば
仏
教

で
は
な

い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
真
宗
は
基
本
的

に
相
似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
両
者
と
も
に

一
神
教
体
系
と
し
て
の
宗
教
と
い
う

点
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
は
基
本
的

に

ζ
o
づ
o
島
①
一ω
8

で
あ
る
。
弥
陀

一
仏
以

外
を
拝
し
な
い
。
諸
仏
諸
神
の
汎
神
体
系
を
雑
行
と
し
て
棄
却
す
る
。
但
し
教

団
と
し
て
の
運
営
体
系
は
こ
れ
と
は
別
で
あ
る
。
余
言
だ
が
、
信
心
体
系
と
こ

の
運
営
体
系
と
を
混
同
し
て
論
じ
る
浅
薄
さ
が
近
代
は
著
し
い
時
代
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
の
説
く
如
来
の
慈
悲
と
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
神
の
恩
寵
と
は
相
似

の
概
念
で
あ
る
と
言

っ
て
い
い
。
教
会
と
.い
う
オ
モ
テ
の
次
元
の
ド
グ

マ
の
領

域

で
は
そ
こ
に
当
然
の
差
異
が
あ
る
が
、
民
衆
が
受
け
取
る
こ
と
ば
は
双
方
共

に
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事

は

『ぎ

ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』

と

『ど
ち
り

な

・
き
り
し
た
ん
』
を
例
に
と

っ
て
後
述
す
る
。

　む
　

甑
島
に
伝
導
布
教
と
い
う
形
で
浄
土
真
宗
を
伝
え
た
の
は
大
魯
で
あ
る
。
大

魯
は
本
願
寺
派
を
代
表
す
る
学
僧

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
詳
し
く
述

べ
る
暇
が
な

い
が
、
そ
の
大
魯
が
教
義
の
上

で
異
端
に
問
わ
れ
本
願
寺
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

一
八
〇
六

(文
化
三
)
年
の
事
で
あ
る
。
本
願
寺
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
事

は
幕
府

(宗
門
奉
行
)
か
ら
も
罪
人
と
し
て
追
わ
れ
る
事

で
あ
る
。

大
魯
は
日

本
各
地
を
逃
げ
の
び
な
が
ら
熊
本

(細
川
藩
)
に
辿
り
着
き
、

そ
こ
か
ら
有
明

海

へ
出
て
甑
島
に
漂
着
し
た
。

一
五
〇
〇
年
代
の
パ
ー
ド
レ
た
ち
と
同
様
に
大

魯
は
甑
島
に
居
を
構
え
た
後
、
島
を
基
地
と
し
て
鹿
児
島
本
土
と
の
間
を
往
来

し
な
が
ら
念
仏
の
布
教
に
つ
と
め
た
。

と
こ
ろ
が
甑
島
を
も
含
あ
て
鹿
児
島
は
厳
し
い
念
仏
弾
圧
の
政
策
を
と

っ
て

い
る
。
鹿
児
島
全
体
が
隠
れ
を
強
い
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
。
だ
が
追
わ
れ
る
身

の
大
魯
に
と

っ
て
は
、
む
し
ろ
、
禁
教
の
地
こ
そ
か
え

っ
て
安
全
で
あ
る
。
隠

れ
る
身
に
と

っ
て
は
、
許
さ
れ
ざ
る
隠
れ
の
土
地
こ
そ
好
都
合
で
あ
る
。
鹿
児

島
の
念
仏
の
秘
密
講
が
幕
末
に
は
息
絶
え
絶
え
の
状
態
に
あ

っ
た
の
を
活
性
化

し
た
の
は
こ
の
大
魯

の
布
教
力
に
依

っ
て
い
る
。

こ
の
時
、
大
魯
は
非
僧
と
し

て
岡
大
道
の
擬
名
を
名
乗

っ
て
い
る
。
甑
島
に
小
寺
が
発
生
す
る
の
は
こ
の
時

か
ら
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
手
打

の
港
の
本
寺
法
雲
寺

の
建
立
は
明
治
の
開
禁

を
迎
え
て
か
ら
の
事
だ
が
、
甑
島
に
於
け
る
大
魯
の
系
譜
を
継
ぐ
寺
院
と
し
て

開
基
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が
土
着
化
し
た
ク

ロ
宗
の
片
野
浦
に
も
当
然
、

浄
土
真
宗
の
念
仏
は
伝
え
ら
れ
た
と
言

っ
て
差
し
支
え
な
い
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
島
全
体
が
隠
れ
の
浄
土
真
宗
と
な

っ
て
い
る
な
か
で
、
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片
野
浦
の
村
も
オ
モ
テ
向
き
島
全
体

に
繋

っ
た
と
い

っ
て
い
い
。
然
も
そ
の
全

体
は
隠
れ
で
あ
り
秘
密
と
し
て
の
関
係
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ロ

宗
と
い
う
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
秘
密

を
完
徹
す
る
た
め
に
も
、
も
う

一
枚
、
浄

土
真
宗
と
い
う
隠
れ
の
表
皮
で
覆
う
事
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
擬
装
と
い

っ

て
も
い
い
が
、
隠
れ
の
隠
れ
と
い
う
二
重
性
を
彼
等
は
生
き
る
事
に
な

っ
た
。

何
よ
り
も
村
の
中
心
に
そ
び
え
る
現
在

の
真
宗
本
堂
が
物
証
と
し
て
そ
れ
を
証

明
し
て
い
る
。

だ
が
、
隠
れ
の
隠
れ
と
い
う
重
層
は
内
に
あ
る
核
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。

本
来

の
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
永
久
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。
だ
が

一
つ
は

っ
き

り
し
て
い
る
事
は
、
天
上
墓
を
護
り
続
け
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
重
層
化
、
土

着
化
の
果
て
の
変
容
と
そ
の
理
論
な
ど
は
こ
の
際
ど
う
で
も
い
い
事
で
あ
る
。

肝
心
な
点
は
オ
モ
テ
か
ら
は
伺
い
知
れ
ぬ
基
層
の
民
の
海
の
深
さ
で
あ
る
。
こ

の
世
界
に
は
お
そ
ら
く
誰
も
入
り
こ
あ
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
こ
の
重
層
性
は
木
に
竹
を
継
い
だ
よ
う
な
形
で
は
成
立
し
な
い
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
は

「
こ
と
ば
」
の
問
題
が
あ
る
。
天
上
墓
を
護
り
続
け
る
彼
等
の

心
底
に
は
や
は
り
キ
リ
シ
タ
ン
と
し

て
の
素
養
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
後
に

入

っ
て
来
た
浄
土
真
宗
は
、
い
か
な

る
罪
を
も
救
い
摂
る
如
来
の
慈
悲
を

こ
と

ば
に
伝
え
た
。
そ
れ
は
神
の
恩
寵
と
全
く
同
じ
こ
と
ば
と
し
て
彼
等
に
は
響
い

た
で
あ
ろ
う
。

表
層
の
オ
モ
テ
向
き
の
形
で
は
あ

る
が
、
ク
ロ
宗

の
徒
は
、
今
、
浄
土
真
宗

の
門
徒
と
し
て
あ
る
。

片
野
浦
の
村

の
仏
事
法
要

(先
祖
供
養
)
は
先
述
し
た

法
雲
寺
住
職
井
芹
大
心
師
が
執
行
し
て
い
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
の
吉
原
芳
子

さ
ん
と
法
雲
寺
の
井
芹
師
が
ク

ロ
宗
と
の
深
い
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ィ
シ
ョ
ン
パ
イ
プ

を
握

っ
て
い
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
と
浄
土
真
宗
と
、
こ
の
二

つ
の
宗
教
と

の
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
今
後
ど
の
よ
う
な
展
回
を
片
野
浦
に
も
た
ら
す
だ
ろ
う

か
。

六

キ
リ
シ
タ
ン
の
仏
教
受
容

ー

『
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
と

『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
1

日
本
人
が
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
の
問
題
に
は
、
キ
リ
ス

ト
教
側
が
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
の
逆
の
問
題
が
先
行
し
て
い
る
と

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
仏
教
と
は
浄
土
真
宗
を
も
含
あ

て
の

「浄
土
教
」

で
あ
る
。

そ
こ
で

一
六
〇
〇
年
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
教
義
書
を
見

て
み
よ
う
。
先
ず

　レ
　

は

『
ど

ち

り
な

き

り
し

た

ん
』

が
あ

る
。

そ

こ

に
散

り
ば

あ

ら

れ

た
言

葉

は

と

い

う

よ

り
、

む

し

ろ

キ

イ

・
ワ

ー

ド
は

浄

土

教

の
そ

れ

で
あ

る
。

「
後

生

」

「
後

生

た

す

か

る
道

」

「
頼

む

と

こ

ろ
」

「
御

を

き

て

(
掟

)
」

「
智

慧

の
ま

な

ご
」

「
往

生

」

等

々
。

『
ど

ち

り

な

き

り

し

た

ん

』

の
言

説

空

間

は

こ

れ

ら

キ

イ

・
ワ

ー

ド

に

よ

っ
て

埋

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

い
ず

れ

の
キ

イ

・

ワ

ー

ド
も

浄

土

真

宗

の
教

義

の
中

心

言

語

で
あ

る
。

『
ど

ち

り

な

き

り

し

た

詔1

ん

』

を

読

ん

で

い

る
と

蓮

如

の

『
御

文

章

」

を

読

ん

で

い

る
か

の
如

き

錯

覚

に
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　あ
　

陥
る
。
蓮
如
は
本
願
寺
第
八
世
の
住
職
で
あ
り

「講
」
に
よ

っ
て
百
姓

の
連
帯

を
は
か

っ
た
本
願
寺
教
団
再
興
の
組
織
者
で
あ
る
。
蓮
如
は

『御
文
章
」
と
呼

ば
れ
る
、
謂
わ
ば
布
教
通
信
を
門
徒

に
流
布
さ
せ
そ
の
言
葉
は
人
口
に
膾
炙
し

た
。

　の
　

蓮
如
は

「後
生
こ
そ

一
大
事
な
り
」
と
言
い

「誰
の
人
も
は
や
く
後
生
の

一

　
　
　

大
事
を
心

に
か
け
て
」
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
は
弥
陀
と
い
う
絶
対
唯

一
の
救

済
を

「信
じ
る
」

こ
と
で
あ
る
。
信
じ
る
と
は

「た
の
む
」
こ
と
で
あ
る
。
そ

　れ
　

の

「
た
の
む
」
と
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
。
そ
れ
は

「
聴
聞
」
に
よ
る
。

絶
対
救
済
の
願
い
と
慈
悲
を

「
聞
け
」
と
い
う
。

『
ど
ち
り
な

き
り
し
た
ん
』

は

「
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
ふ
は
何
事
ぞ
と
い
ふ

事
」
の
章
に
於
い
て
次
の
よ
う
に
言

う
。

「其
を
し

へ
真
実
か

ん
よ
う
な

る
む
ね
を
ち

ょ
う
も
ん

(聴
聞
)
す
る
事

も

っ
ぱ
ら
な
れ
ば
、
そ
の
い
は
れ
を
な
ん
ち
よ
く
き
く
や
い
な
や
」
と
。

更
に

「後
生
を
た
す
か
る
道
を
を

し
へ
た
ま
は
ん
た
め
に
、
デ
ウ
ス
は
あ
ま

く
だ
り
玉
ひ
」、
「キ
リ
シ
タ
ン
に
な
ら
ず
ん
ば
こ
し
ょ
う
を
た
す
か
る
事
あ
る

べ
か
ら
ず
」
と
云
々
。

こ
れ
は
も
う
完
壁
な
ま
で
に
蓮
如

の
、
.浄
土
真
宗
の
言
説
空
間

で
あ
る
。

次
に

『
ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』
を
見

て
み
よ
う
。

一
六
〇
〇
年
代
、
近
世
の
信
仰
指
導
書
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
に
広
く
読
ま
れ

た
教
義
書
で
あ
る
。
こ
の
書
は
広
く
読
ま
れ
な
が
ら
も
兎
角
の
批
判
を
受
け
て

歴
史

の
な
か
に
消
え
た
。
然
も
其
処

に
盛
ら
れ
た
、
恩
寵
に
よ
る
救
済
と
そ
の

信
仰
の
深
さ
、
謂
わ
ば
ピ

ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
的
至
純
さ
が
何
よ
り
も
親
鸞
の
浄

澀

土
真
宗

に
似
通

っ
て
い
る
。

1

筆
者
が
資
料
と
し

て
読
ん
だ

『ぎ

ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
」
は
、
小
島
幸
枝
氏

の
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『ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
筆
写
本
の
国
語
学
的
研
究
』

に
所
載
さ
れ
た

「校
本
」

で

あ
る
。

こ
の
校
本
に
は
欠
落
欠
字
の
部
分
が
多
く
、
欠
落

の
部
分
は
[
凵

の
囲
み

印
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
引
用
す
る
。

そ
の
前
に
断

っ
て
お
き
た
い
事
は
、
こ
の
書
の
特
徴
は

一
面
に
於

い
て

「
臨

終
正
念
」
の
強
調
で
あ
る
と
私
は
解
釈
し
て
い
る
事

で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ

で
は
紙
幅
の
関
係
上
、

一
ケ
処
だ
け

「臨
終
正
念
」
に
関
す
る

一
文
を
引
用
す

る
。
臨
終
正
念
と
は
浄
土
教
の
ド
グ

マ
の
な
か
で
も
中
心
を
成
す
往
生
儀
礼
で

あ
る
。
『
ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
」
は
言
う
。

「
ひ

っ
□
や
う
慥
な
□
道
と
い
ふ
ハ
行
儀
正
し
き
人
の
臨
終

ハ
又

[
凵

凵

う
た
か
ひ

(疑
)
な
し
。」
と
。

右

の
欠
落

の
囲
み
部
分
を
小
島
幸
枝
氏
の

「校
本
」
は

「正
念
な
ら
ん
事
疑

い
な
し
」
と
註
し
て
い
る
。
そ
う
と
し
か
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
れ
は
正

当

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
臨
終
正
念

の
強
調
で
あ
る
。

『ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』

は

「善
人

の
ご
と
く
見
え
し
人
な
り
と
い
へ
ど
も
…

(中
略
)

…
悪
人
の
死
す
る
様
を
い
た
す
事
あ
り
」

と
い
う
。

臨
終
正
念
の
主

張
と
強
調
は
ま
さ
に
、

こ
の
人
間

の
死
に
ざ
ま
、
往
生
ぎ
わ
の
悪
さ
、

に
於

い

て
成
立
す
る
。
臨
終
正
念
は
終
末
観
、
仏
教

で
言
え
ば
末
法
意
識

の
な
か
で
熟
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成
し
て
来
た
思
想

で
あ
る
。
そ
の
通
り

『
ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』
は
終
末
観
に

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
末
法
の
世
に
向
か

っ
て
説
か
れ
た

の
が
浄
土
教
の
正
依
の
経
典

『阿
弥
陀
経
」

で
あ
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
は
臨
終

の
正
念
を
説
く
。
日
頃
、
悪
逆
を
犯
し
て
来
た
人
間
は
往
生
出
来
な
い
。
そ
の

往
生
不
可
能
の
終
末
に
あ
た

っ
て
、

つ
ま
り
臨
終
に
至

っ
て
は
じ
あ
て
、
如
来

の
慈
悲
に
よ

っ
て
念
仏
を
与
え
ら

れ
往
生
す
る
事
が
出
来
る
と
説
く
。
こ
の

『
阿
弥
陀
経
」

の
末
法
に
於
け
る
臨
終
正
念
の
活
写
、

活
写
と
い
う
の
が
不
適

当
で
あ
れ
ば
、
相
似
対
応
の
教
義
が

『ぎ

ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』
と
な

っ
て
日
本
人

に
伝
え
ら
れ
た
。

す
る
と
、
こ
こ
で
重
要
な
問
題
が
出
て
く
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
が
浄
土
教
な
ら
び

に
浄
土
真
宗
の
言
葉
を
も

っ
て
表
現
さ
れ
布

教
さ
れ
る
限
り
に
於
い
て
、
日
本
人
は
い
つ
で
も
地

つ
づ
き
に
キ
リ
シ
タ
ン
に

行
き

つ
け
る
と
い
う
様
相
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
殊
更
な
棄
教
選
択
を
必
要
と

し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
は
日
本
人
に
と

っ

て
新
し
い
宗
教

で
は
な
く
改
め
て
摂
取
改
宗
す
る
ま
で
も
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
を
摂
取
す
る
と
す
れ
ば
、
浄
土
教
亜
流
と
し
て
の
信
仰
は
必
要
で

は
な
く
、
後
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
先
進
の
異
文
化
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
改

め
て
、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
、
文
化
と
し
て
の
受
容
だ
け
が
残
さ
れ
て

く
る
事
に
な
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
が
弾
圧
を
受
け
よ
う
が
受
け
ま
い
が
、
こ
の
時
、
既
に
キ
リ
シ

タ
ン
布
教
の
限
界
と
躓
き
が
あ

っ
た
。

一
五
〇
〇
年
代
か
ら

一
六
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
パ
ー
ド
レ
た
ち
が
日
本
で

伝
道
を
展
開
し
た
時
代

の
日
本

の
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
ろ
う
か
。

本
願
寺
を
頂
点
と
す
る
浄
土
真
宗
が
民
衆

の
あ
い
だ
に
変
革
を
も
た
ら
し
日
本

国
中
を
席
巻
し
た
時
代

で
あ
る
。
何
よ
り
も

「講
」
に
よ

っ
て
日
本

の
基
層
社

会
に
ヨ
コ
系
列

の
連
帯
社
会
を
成
立

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、

パ
ー
ド
レ
た
ち
に
は
こ
の
歴
史
を
全
く
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
彼
等
が
見

て

い
る
の
は
表
層
の
旧
体
制

の
仏
教
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
仏
教
を
あ
し
ざ

ま
に
批
難
す
る
。

パ
ジ

ェ
ス
や
フ
ロ
イ
ス
の
書
を
読
む
と
そ
の
感
を
強
く
す
る
。

殊
に
最
近
翻
訳
さ
れ
公
刊
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ス
の

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文

(
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化
」
を
読
む
と
布
教
対
象
の
文
化
を
見
く
び

っ
た
浅
薄
な
史
観
と
思
考

の
レ
ベ

ル
の
低
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
然
し
問
題
の
本
質
は
其
処
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

肝
要
な
点
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
覆
権
主
義
思
想
で
あ
る
。
布
教
対
象
を
厳
し
く
否

定
し
な
が
ら
、
否
定
し
た
も
の
を
飄
窃
、
あ
る
い
は
否
定
と
模
倣
に
よ
る
抱
き

こ
み
の
布
教
方
法
が
歴
史
的
に
挫
折
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

『
ど
ち

り
な

き
り
し
た
ん
」
や

『ぎ

ゃ
ど

ぺ
か
ど
る
」
に
表
わ
れ

て
い
る
。
猶
、

『ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
」
に
於
け
る
日
本
語
表
現
と
浄
土
真
宗
と
い
う
テ
ー
マ
に

よ
る
比
較
研
究
は
紙
幅
の
関
係
上
、
別
の
論
考
で
試
み
る
。

(終
)

註(1
)

土
井
忠
生
他
訳
注

『
ロ
ド
リ
ー
ゲ

ス
日
本
教
会
史
』

(二
巻
)
岩
波
書
店
、

昭

あ1

和
四
十
五
年
刊
。

フ
ー
ベ

ル
ト

・
チ
ー

ス
リ
ク

『
世
界
を
歩

い
た
切
支
丹
』

春
秋
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社

昭
和
五
十
三
年
刊
参
照
。

(2
)

ペ
ド

ロ

・
ア
ル
ー

べ
編
、
井
上
郁

二
訳

『
聖

フ
ラ

ン
シ
ス

コ

・
ザ

ビ

エ
ル
書

翰
抄

』
(
二
巻
)
岩

波
文
庫
、

昭
和

二
十

四
年
。

(
3
)

柳
谷
武

夫
訳
注

『
フ
ロ
イ

ス
日
本
史
』

(全
五
巻
)

東
洋
文

庫
、
平
凡
社
、
昭

和
三
十

八
年

。

(
4
)

春
秋
社

刊
、
本
人
自
筆

の
日
本
文
、
昭
和
五
十

三
年
。

(
5
)

土
井
忠
生
訳
注

『
ロ
ド
リ

ー
ゲ

ス
日
本
教
会
史
』

(
二
巻
)

岩
波
書
店

、
昭
和

四
十

二
年
、

四
十

五
年
参
照
。

(
6
)

註

(
4
)

に
同

じ
。

(
7
)

註

(
3
)

に
同

じ
第

一
巻
所
載
。

(8
)

註

(4
)

に
同

じ
。

(9
)

カ
ト
リ

ッ
ク
鹿
児
島
教
区
所
属
吉
原
芳
子
氏
談
。

(10
)

右

に
同
じ
。
鹿
児
島
教
区
長
糸
永
真

一
司
教
。

(11
)

吉
田
小
五
郎
訳

(三
巻
)
、
岩
波
文
庫
、

一
九
三
八
年
。

(12
)

鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
編

「
叢
書
」

現
在
刊
行
継
続
中
、

鹿
児
島
県
立
図
書

館
蔵
。

(13
)

(12
)

に
同
じ
。

(14
)

初
版

一
九
七
九
年
、
増
補
改
訂
版

一
九
八
七
年
、
同
朋
舎
。

(15
)

一
九
八
七
年
、
同
朋
舎
。

(16
)

一
七
六
八

(明
和
五
)
年
-

一
八
三
六

(天
保
七
)
年
。

(17
)

海
老
沢
有
道
校
註
、
岩
波
文
庫
、

一
九
九

一
年
。

(18
)

一
四

一
五
-

一
四
九
九
。
室
町
期
。

(19
)

『
浄
土
真
宗
聖
典
』

所
載

「
蓮
如
上
人
御
文
章
第

一
帖
第
十
通
」

一
九
八
七
年
、

本
願
寺
出
版
。

(20
)

右
掲
書
所
載

「
第
五
帖
第
十
六
通
」
「
領
解
文
」
。

(21
)

右
掲
書
所
載

「
第
二
帖
三
通
」
。

(22
)

風
間
書
房
刊
、

一
九
九
七
年
。

(23
)

岡

田
幸
雄
訳
註
。
岩
波
文
庫
、

一
九
九
六
年
。
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