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地
蔵
な
ら
地
蔵
、
庚
申

塔
な
ら
庚
申
塔
と
い
う

よ
う
に
カ
ー
ド
を
集
め
、

石
造
物
の
種
類
ご
と
に

分
類
し
て
み
る
の
で
あ

る
。た

と
え
ば
、
中
山
道

を
日
本
橋
か
ら
板
橋
ま

文
化
財
講
座
抄
録

石
造
物
を
訪
ね
て
－
中
山
道

庚
申
懇
話
会
会
長
　
小
花
波
平
六
先
生

（
六
月
二
七
日
に
実
施
し
た
文
化
財
講
座
の
内
容
を
文
化
財
係
の
責
任
で
抄
録
し
た
も
の
で
す
。
）

中
山
道
は
、
江
戸
の
五
街
道
の
う
ち
で
も
石

造
物
の
多
い
道
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
街

道
に
も
石
造
物
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
か
な
り

た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
街
道
も
あ
る
。
し
か
し
、

質
・
量
と
も
に
す
ぐ
れ
た
石
造
物
が
多
く
、
変

化
が
あ
る
の
は
中
山
道
で
あ
る
。
明
日
、
皆
さ

ん
は
戸
田
市
付
近
で
中
山
道
を
歩
き
、
石
造
物

を
見
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の
講
義
の
目

的
で
あ
る
石
造
物
の
見
方
や
楽
し
み
方
を
具
体

的
に
す
る
た
め
、
石
造
物
の
調
べ
方
に
つ
い
て

話
を
す
る
。

石
造
物
を
調
査
す
る
前
に
必
要
な
の
は
、
ま

ず
地
図
を
よ
く
調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
歩
い
て
み
る
前
に
現
在
の
地
図
と
江
戸

時
代
の
地
図
の
双
方
を
く
ら
べ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
日
本
橋
か
ら
中
山
道
を
調
査
す
る
場
合
、

江
戸
時
代
の
地
図
と
し
て
は
『
切
絵
図
』
が
参

考
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
江
戸
市
街
し
か

描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
板
橋
付
近
を
調
べ
る

場
合
は
、
『
中
山
道
分
間
延
絵
図
』
を
使
用
す

る
。
と
に
か
く
、
調
査
地
の
地
図
は
で
き
る
だ

け
多
く
集
め
、
調
査
地
に
対
す
る
情
報
を
豊
富

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
調
査
は
た
だ
見
て
歩
く
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
石
造
物
に
つ
い
て
は
写
真
を
撮
り

カ
ー
ド
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
右
造
物
を
訪
ね

て
写
真
を
写
し
て
み
て
も
、
後
で
ど
こ
の
写
真

な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
調
査
に
な

ら
な
い
。
カ
ー
ド
を
作
っ
た
ら
つ
ぎ
は
同
じ
系

列
の
石
造
物
を
集
め
て
み
る
。
墓
石
な
ら
墓
石

で
歩
く
と
、
い
く
つ
か

の
古
い
墓
石
に
行
き
当
た
る
。
湯
島
の
麟
祥
院

に
は
春
日
局
の
墓
、
文
京
区
白
山
の
円
乗
寺
に

は
八
百
屋
お
七
の
墓
、
板
橋
駅
東
口
に
は
近
藤

勇
の
墓
碑
、
板
橋
平
尾
宿
の
東
光
寺
に
は
宇
喜

多
秀
家
の
墓
碑
、
板
橋
中
宿
の
文
殊
院
に
は
遊

女
の
基
や
加
賀
前
田
家
の
女
中
の
お
針
の
師
匠

で
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
薄
幸
の
娘
お
静
の
墓

が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
カ
ー
ド
に
と
っ
て
比
較
す

る
と
、
春
日
局
が
出
世
頭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
墓
だ
け
並
べ
て
み
て

も
、
一
つ
の
物
語
が
で
き
る
が
、
そ
う
い
う
筋

道
を
通
す
の
が
学
問
で
あ
る
。

ま
た
中
山
道
に
は
た
く
さ
ん
の
庚
申
塔
が
あ

り
、
庚
申
講
が
さ
か
ん
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
江
戸
の
地
誌
で
あ
る
『
江
戸
名
所
図

絵
』
に
も
庚
申
塔
の
絵
が
出
て
く
る
。
話
は
そ

れ
る
が
『
江
戸
名
所
図
絵
』
に
「
石
神
井
明
神

両
」
の
挿
絵
が
あ
り
、
こ
れ
に
江
戸
時
代
の
練

馬
の
庚
申
塔
が
措
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

絵
を
見
て
、
そ
の
庚
申
塔
が
今
ど
こ
に
あ
る
か

調
べ
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
話
を
中
山
道
に
戻
そ
う
。
板
橋
の
旧

宿
場
に
は
、
東
光
寺
と
観
明
寺
が
あ
る
。
こ
の

二
寺
に
は
す
ぼ
ら
し
い
庚
申
塔
が
あ
る
。
青
面

金
剛
の
庚
申
様
で
、
二
童
子
や
猿
と
鶏
の
彫
刻

が
つ
い
た
、
寛
文
元
年
（
〓
ハ
六
一
）
と
寛
文

二
年
の
も
の
で
あ
る
。

中
山
道
を
歩
く
と
、
こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん

庚
申
塔
が
あ
り
、
「
庚
申
」
と
漢
字
で
書
か
れ

た
だ
け
の
も
の
や
三
猿
だ
け
刻
ん
だ
も
の
、
青

面
金
剛
像
を
刻
ん
だ
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
庚
申
塔
な
ら
庚
申
塔
と
い
う
よ
う
に
同

系
列
も
の
を
分
類
し
、
場
所
ご
と
に
整
理
し
、

さ
ら
に
年
代
の
古
い
も
の
か
ら
順
に
並
べ
る
と
、

そ
の
右
造
物
の
形
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
と
げ

て
き
た
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

本
日
は
石
造
物
の
調
べ
方
に
つ
い
て
い
ろ
い

ろ
と
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
明
日
、
皆
さ

ん
は
戸
田
市
・
蕨
市
を
歩
き
、
右
造
物
の
見
学

を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
な
り

の
石
造
物
の
旅
を
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、

本
日
の
話
の
結
び
と
し
た
い
。
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お
は
ち
と
飯
台

今
は
電
気
釜
・
ガ
ス
釜
が
普
及
し
、
機
能
や

装
飾
性
も
高
い
の
で
、
ご
飯
を
炊
い
た
釜
を
そ

の
ま
ま
食
卓
に
置
き
、
茶
碗
に
ご
飯
を
盛
る
家

庭
も
多
い
よ
う
で
す
。
昔
は
、
こ
の
よ
う
に
釜

か
ら
茶
碗
に
直
接
ご
飯
を
盛
る
の
は
「
カ
マ
メ

シ
」
と
い
っ
て
、
い
や
し
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。

こ
こ
で
は
、
炊
き
あ
げ
た
ご
飯
を
釜
や
鍋
か

ら
う
つ
し
て
入
れ
て
お
く
容
器
「
め
し
び
つ
」

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

め
し
び
つ
は
、
京
阪
で
は
「
お
ひ
っ
」
、
江

戸
で
は
「
お
は
ち
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
練

馬
で
も
「
お
は
ち
」
で
す
。

お
は
ち
は
、
は
じ
め
、
曲
物
や
制
物
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
普
通
は
桶
で
、
竹
ま
た

は
銅
の
た
が
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

蓋
は
、
江
戸
で
は
、
写
真
上
段
の
よ
う
に
縁
を

つ
け
た
か
ぶ
せ
蓋
が
多
く
、
京
阪
で
は
、
写
真

中
段
の
よ
う
に
縁
の
な
い
機
蓋
が
普
通
で
す
。

桶
の
材
料
は
、
水
温
に
強
い
椙
が
使
わ
れ
、

自
木
地
と
銅
た
が
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
映
え
、

当
時
の
主
婦
は
、
白
木
地
と
鋼
た
が
を
磨
き
あ

げ
て
は
、
お
は
ち
の
清
潔
さ
、
美
し
さ
を
誇
り

に
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

写
真
中
央
の
お
は
ち
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

時
、
大
泉
国
民
学
校
第
一
分
校
（
現
練
馬
区
立

大
泉
第
一
小
学
校
）
が
学
童
疎
開
先
の
群
馬
県

勢
多
郡
宮
城
村
東
呂
寺
で
使
用
し
た
も
の
で
す
。

写
真
下
段
は
、
お
は
ち
の
一
種
で
祝
儀
や
人

寄
せ
時
等
に
用
い
ら
れ
た
「
飯
台
」
で
す
。
お

は
ち
に
比
べ
大
き
く
直
径
が
五
十
三
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
も
あ
り
、
頑
丈
で
、
漆
塗
り
で
す
。
中

に
は
、
家
紋
入
り
の
立
派
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

親
戚
や
近
隣
の
上
棟
式
の
祝
い
に
紅
白
の
餅

や
赤
飯
を
入
れ
て
届
け
た
り
、
火
災
や
水
難
な

ど
の
不
幸
時
に
も
炊
き
出
し
を
し
、
握
り
飯
を

入
れ
て
見
舞
い
に
持
参
し
ま
し
た
。

親
戚
づ
き
あ
い
、
近
所
づ
き
あ
い
に
大
き
な

役
目
を
担
っ
て
い
た
の
が
こ
の
飯
台
で
、
農
村

練
馬
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
連
帯
意
識
や
協
力

の
姿
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

八
ケ
谷
戸
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た

学童疎開で使ったおはち

六
月
二
七
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
、
大
泉
町

二
－
一
七
の
陽
和
病
院
内
で
、
縄
文
時
代
の
集

落
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
は

老
人
保
健
施
設
の
建
設
に
よ
り
遺
跡
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
建
設
前
に
出
土
品
を
掘

り
出
し
、
そ
の
記
録
を
取
る
た
め
に
実
施
さ
れ

た
も
の
で
す
。
約
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
発
掘

現
場
か
ら
は
、
縄
文
時
代
中
期
（
三
五
〇
〇
～

四
〇
〇
〇
年
前
）
の
竪
穴
住
居
跡
な
ど
が
発
見

さ
れ
、
六
千
点
以
上
の
土
器
や
石
器
が
出
土
し

ま
し
た
。

八
ケ
谷
戸
遺
跡
は
、
白
子
川
を
西
に
臨
む
標

高
約
四
三
メ
ー
ト
ル
の
台
地
端
に
分
布
し
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
、
こ
の
辺
り
は
橋
戸
村
字
八

ケ
谷
戸
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
遺
跡
名
が
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

発
掘
調
査
で
は
、
二
四
軒
も
の
竪
穴
住
居
跡

の
他
、
埋
嚢
（
深
鉢
形
の
縄
文
土
器
を
穴
に
埋

め
て
あ
る
も
の
）
や
土
坑
（
貯
蔵
穴
な
ど
）
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
住
居
跡
は
径
八
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
大
形
の
も
の
も
あ
り
、
土
器
を
埋
め
た

も
の
や
、
石
囲
い
の
あ
る
炉
跡
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
白
子
川
流
域
で
の
縄

文
時
代
中
期
の
遺
跡
と
し
て
は
、
最
も
大
き
な

部
類
の
集
落
跡
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。
今
後
、
出
土
品
な
ど
の
整
理
作
業
を
行

い
、
報
告
書
を
作
成
し
、
遺
跡
の
学
術
価
値
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

調
査
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
の
七
月
二
二
日

に
は
、
橋
戸
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
や
先
生
・

保
護
者
の
皆
さ
ん
六
〇
名
を
越
え
る
方
々
が
、

遺
跡
を
見
学
し
、
発
掘
調
査
の
や
り
方
を
勉
強

し
て
い
き
ま
し
た
。
「
こ
ん
な
に
浅
い
と
こ
ろ

（
地
面
か
ら
約
一
メ
ー
ト
ル
）
　
で
土
器
が
発
見

さ
れ
る
な
ん
て
不
思
議
け
亡
な
ど
の
声
も
あ
が

り
、
原
始
時
代
の
生
活
を
想
像
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
八
月
七
日
に
は
近
隣
の
方
々
に
是
非
、

遺
跡
を
見
学
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

病
院
主
催
に
よ
る
見
学
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

一
〇
〇
名
近
い
人
が
集
ま
り
、
調
査
担
当
の
河

野
重
義
さ
ん
（
日
本
考
古
学
協
会
会
員
）
の
話

を
熱
心
に
聞
き
、
遺
跡
を
見
学
し
て
い
き
ま
し

た
。

2
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練
馬
区
登
録
文
化
財

相
原
正
太
郎
家
住
宅

サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す

平
成
七
年
三
月
に
練
馬
区
教
育
委
員
会
で
は

春
日
町
五
1
二
四
の
相
原
正
太
郎
家
住
宅
を
有

形
文
化
財
と
し
て
練
馬
区
文
化
財
保
護
条
例
に

基
づ
き
登
録
し
ま
し
た
。
こ
の
住
宅
は
、
江
戸

時
代
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
建
て
ら
れ

た
「
店
舗
」
付
き
の
住
宅
で
あ
り
、
区
内
で
は

唯
一
の
も
の
で
す
。
登
録
後
、
区
で
は
文
化
財

標
識
を
設
置
し
、
所
有
者
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
得
て
、
「
文
化
財
を
歩
く
」
　
（
史
跡
散
歩
）

な
ど
の
際
に
見
学
を
行
う
な
ど
、
公
開
に
努
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
建
物
は
、
百
年
以
上
を
経
て
お
り
、

傷
み
が
随
所
に
見
ら
れ
、
適
切
な
管
理
を
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
所
有
者
の
相
原
正
太
郎
さ
ん
が
こ
の
建
物

を
維
持
し
て
い
く
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
を
次
の
と
お
り
募
集
し

て
い
ま
す
。
ご
一
緒
に
次
の
世
代
に
大
切
な
文

化
財
を
伝
え
る
仕
事
を
し
て
い
た
だ
け
る
方
は
、

生
涯
学
習
活
動
な
ど
に
こ
の
住
宅
の
和
室
を
利

用
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

▼
対
象
　
第
二
・
四
水
曜
日
の
午
後
二
時
か
ら

四
時
頃
ま
で
時
間
が
と
れ
る
方
（
歴

史
研
究
会
な
ど
の
団
体
で
、
参
加
し

て
い
た
だ
け
る
場
合
は
、
曜
日
・
時

間
等
は
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
）

▼
内
容
　
雨
戸
の
開
け
閉
め
（
風
を
通
す
）

簡
単
な
掃
除

見
学
者
へ
の
簡
単
な
説
明
（
無
理
に

お
願
い
は
し
ま
せ
ん
）

▼
申
込
　
電
話
で
十
月
末
日
ま
で
に
練
馬
区
教

育
委
員
会
文
化
財
係
ま
で
ご
連
絡
下

さ
い
慾
　
（
三
九
九
三
）
一
二
一

内
線
七
一
四
一

※
文
化
財
係
で
は
相
原
さ
ん
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
希
望
者
の
橋
渡
し
を
し
ま

す
。

側
の
床
上
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
間

は
「
み
せ
」
、
「
米
つ
き
場
」
、
「
だ
い
ど
こ

ろ
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
み
せ
」
に
は
二
×
二

間
の
板
張
り
床
が
あ
り
ま
す
。
床
上
部
分
は
、

「
三
畳
」
、
「
な
ん
ど
」
、
「
お
か
っ
て
」
の
日

常
生
活
の
た
め
の
部
屋
と
接
客
空
間
の
「
ざ
し

き
」
と
「
と
こ
の
ま
」
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
縁
側
が
巡
り
、
つ
き
あ
た
り
に
は
便
所

を
設
け
て
い
ま
す
。

上
練
馬
村
（
現
在
の
田
柄
・
高
松
・
春
日
町

・
貫
井
・
向
山
な
ど
の
地
域
）
の
江
戸
時
代
末

頃
の
様
相
は
家
数
九
四
軒
、
人
口
一
七
六
五
人

（
宗
門
人
別
書
上
帳
・
愛
染
院
）
で
、
米
作
り

よ
り
も
大
麦
、
粟
、
稗
、
大
根
な
ど
の
生
産
が

主
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
村
内
に
は
酒
、

醤
油
、
着
物
、
菓
子
な
ど
を
扱
う
商
人
や
大
工

な
ど
、
六
〇
人
ほ
ど
が
い
ま
し
た
（
上
練
馬
村

村
方
明
細
書
上
帳
・
長
谷
川
家
文
書
）
。

相
原
正
太
郎
家
住
宅
は
、
全
体
的
に
建
築
当

初
の
姿
を
良
く
残
し
、
江
戸
近
郊
の
農
村
と
し

て
発
達
し
て
き
た
ね
り
ま
の
地
域
に
お
け
る
数

少
な
い
商
家
住
宅
で
す
。

▼
相
原
正
太
郎
家
住
宅
の
場
所

練
馬
区
春
日
町
五
－
二
四
1
八

地
下
鉄
一
二
号
線
　
練
馬
春
日
町
駅

よ
り
徒
歩
三
分
（
自
動
車
駐
車
場
は

あ
り
ま
せ
ん
）

相
原
正
太
郎
家
住
宅
の
概
要

江
戸
時
代
の
上
練
馬
村
に
あ
っ
た
半
農
半
商

の
建
物
で
、
「
み
せ
」
の
北
側
の
鴨
居
上
に
作

ら
れ
て
い
る
造
り
付
け
の
神
棚
の
飾
り
に
文
久

二
年
（
一
八
六
二
）
六
月
銘
が
墨
書
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

桁
行
八
・
五
間
（
一
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
）
、

梁
間
四
間
（
七
・
二
七
メ
ー
ト
ル
）
、
寄
棟
造

り
、
茅
葺
き
の
建
物
で
す
。
現
在
は
茅
葺
き
の

上
に
鉄
板
を
被
せ
て
あ
り
、
「
み
せ
」
へ
の
出

入
り
は
妻
側
か
ら
で
す
が
、
建
築
当
初
は
平
入

り
で
し
た
。
間
取
り
は
東
側
の
土
間
部
分
と
西

「みせ」の部分

－3－
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貫
井
の
権
現
さ
ま
の
御
開
帳

文
化
財
保
護
推
進
員
　
岩
崎
　
美
智
子

一
．
は
じ
め
に

南
他
山
貫
井
寺
円
光
院
（
貫
井
五
－
七
）
の

本
堂
に
子
ノ
聖
大
権
現
が
、
本
尊
不
動
明
王
の

側
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
「
貫
井

の
権
現
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
御
開
帳
と
い
う
の
は
秘
仏
が
ま
つ
ら
れ

て
い
る
厨
子
の
扉
を
開
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
日
ば
か
り
は
尊
像
の
お
顔
を
見
て
祈
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

子
ノ
聖
大
権
現
は
十
二
年
に
一
度
、
子
の
年
、

子
の
月
、
子
の
日
に
開
帳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
成
八
年
は
子
年
に
当
た
り
二
月
二
日
か
ら

四
日
ま
で
開
帳
さ
れ
ま
す
。
円
光
院
で
は
護
摩

供
養
が
営
ま
れ
、
稚
児
行
列
、
木
遣
り
な
ど
が

行
わ
れ
、
市
も
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

御
開
帳
の
日
に
お
出
掛
け
に
な
っ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

円光院の山門

三
　
円
光
院
の
草
創

円
光
院
は
円
長
法
師
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
寺
の
伝
え
に
よ
れ
ば
、

円
長
法
師
は
密
法
修
行
の
お
り
腰
脚
の
痛
み
を

患
い
、
治
療
を
し
ま
し
た
が
効
果
が
な
か
っ
た

の
で
、
七
日
間
断
食
を
し
て
武
州
大
鱗
山
の
子

ノ
聖
大
権
現
を
邁
拝
し
、
腰
脚
患
部
の
平
癒
を

祈
願
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
霊
石
を
得
る
こ
と

が
出
来
て
、
そ
の
石
で
患
部
を
な
で
さ
す
る
と

痛
み
は
た
ち
ま
ち
快
癒
し
ま
し
た
。
円
長
法
師

は
感
き
わ
ま
っ
て
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）

に
今
の
所
に
貫
井
寺
を
創
建
し
、
そ
の
近
く
に

両
を
建
立
し
子
ノ
聖
大
権
現
を
勧
請
し
ま
し
た
。

三
．
子
ノ
聖
大
権
現

円
長
法
師
が
祈
願
し
た
子
ノ
聖
大
権
現
は
埼

玉
県
飯
能
市
に
あ
り
、
人
々
が
ハ
イ
キ
ン
グ
に

行
っ
た
り
、
小
学
生
が
遠
足
に
い
っ
た
り
す
る

所
で
、
子
ノ
権
現
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

和
歌
山
県
出
身
の
子
ノ
聖
が
修
行
を
積
ん
で
、

大
鱗
山
天
龍
寺
を
創
建
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

子
ノ
聖
の
弟
子
が
子
ノ
聖
大
権
現
と
崇
め
て
そ

こ
に
ま
つ
り
ま
し
た
。
子
ノ
権
現
は
腰
か
ら
下

の
病
に
御
利
益
が
あ
り
ま
す
。
円
長
法
師
の
腰

脚
の
痛
み
も
信
仰
に
よ
り
み
ご
と
快
癒
し
ま
し

た
。

四
．
貫
井
の
権
現
さ
ま
の
信
者

円
長
法
師
が
子
ノ
聖
大
権
現
を
勧
請
し
た
後
、

江
戸
時
代
に
は
各
種
の
民
間
信
仰
が
盛
ん
に
な

り
、
子
ノ
聖
大
権
現
へ
の
信
仰
も
広
が
っ
て
き

ま
し
た
。
昔
の
信
者
の
多
く
は
農
民
や
行
商
人

な
ど
、
足
腰
を
使
う
仕
事
の
人
た
ち
で
、
甲
子

講
（
等
商
人
）
、
初
音
講
（
八
百
屋
）
、
川
魚
講

（
魚
屋
）
な
ど
の
講
を
結
衆
し
て
い
ま
し
た
。

毎
月
子
の
日
は
「
子
の
日
の
縁
日
し
、
二
月

の
子
の
目
は
「
子
の
日
の
祭
り
」
と
呼
ば
れ
、

参
詣
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
参
詣
者

を
あ
て
に
し
た
市
が
立
っ
て
い
た
こ
と
が
江
戸

時
代
の
紀
行
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

五
．
貫
井
の
権
現
さ
ま
の
場
所

村
尾
正
靖
著
『
嘉
陵
紀
行
』
の
中
に
「
谷
原

村
長
命
寺
道
く
さ
」
と
い
う
葦
が
あ
り
、
正
晴

が
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
に
長
命
寺
（
高

野
台
三
－
一
〇
）
を
訪
れ
た
時
、
貫
井
の
権
現

さ
ま
を
通
っ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
貫
井
村
の
路
の
左
に
子
ノ
権
現
の
社
あ
り
、

材
木
の
間
に
竹
を
架
し
て
、
商
人
の
も
の
う
る

跡
あ
り
、
と
へ
ば
足
れ
る
日
あ
り
て
、
古
き
衣
、

も
の
く
ふ
器
な
ど
、
す
べ
て
古
き
も
の
を
江
戸

よ
り
も
て
来
り
て
、
土
人
に
ひ
さ
ぐ
と
云
、
社

は
東
に
向
ひ
て
小
飼
也
、
L

同
じ
書
物
に
「
武
州
豊
島
郡
東
高
野
山
行
程

略
図
」
が
あ
り
、
円
光
院
の
前
を
通
る
道
を
隔

て
て
向
か
い
側
に
「
子
権
現
」
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
場
所
は
円
長
法
師
が
初
め
に
子
ノ

聖
大
権
現
を
勧
請
し
た
場
所
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
付
近
は
今
で
も
「
ふ
る
ご
ん
げ
ん

の
あ
と
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

六
．
貫
井
の
沼
と
小
槌

西
武
池
袋
線
の
中
村
橋
と
富
士
見
台
の
間
の

線
路
の
北
側
に
は
貫
井
の
沼
と
呼
ば
れ
る
沼
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
っ
と
昔
の
こ

と
、
こ
の
近
く
を
通
っ
た
旅
の
お
坊
さ
ん
が
か

ん
ば
つ
で
困
っ
て
い
る
村
民
の
た
め
に
石
を
取

り
除
い
て
水
脈
を
見
つ
け
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

円
長
法
師
が
祈
願
し
て
得
た
霊
石
は
こ
の
水
脈

を
ふ
さ
い
で
い
た
石
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の

石
は
小
槌
の
形
を
し
て
い
た
の
で
、
貫
井
の
権

現
さ
ま
に
は
小
槌
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

腰
脚
の
痛
み
平
癒
を
祈
願
し
て
、
小
槌
を
借
り

て
帰
り
痛
い
所
を
な
で
さ
す
り
、
快
癒
す
る
と

新
し
い
小
槌
を
添
え
て
奉
納
す
る
と
い
う
こ
と

が
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

七
．
子
ノ
聖
観
音

円
光
院
に
は
観
音
堂
が
あ
り
十
一
面
観
世
音

菩
薩
が
ま
つ
ら
れ
、
子
ノ
聖
観
音
の
名
で
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
こ

の
尊
像
を
馬
頭
観
音
と
し
て
信
仰
す
る
人
が
増

え
、
明
治
期
に
な
る
と
、
毎
年
旧
正
月
一
六
日

を
「
馬
頭
の
祭
り
」
の
日
と
し
た
近
在
の
馬
の

持
ち
主
が
馬
の
安
全
祈
願
に
訪
れ
、
観
音
堂
の

周
り
を
馬
方
が
手
綱
を
引
い
て
巡
る
「
馬
か

け
」
の
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

八
．
現
在
の
円
光
院

昭
和
二
〇
年
五
月
二
六
日
に
第
二
次
世
界
大

戦
の
空
襲
に
よ
り
円
光
院
の
本
堂
、
客
殿
、
庫

裏
な
ど
の
主
な
建
物
は
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

梵
鐘
も
供
出
し
ま
し
た
。
そ
の
後
境
内
は
整
備

さ
れ
昭
和
三
八
年
に
今
日
の
規
模
に
至
り
ま
し

た
。
ち
な
み
に
前
回
の
子
ノ
聖
大
権
現
の
御
開

帳
は
昭
和
五
九
年
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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