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か
と
思
う
。

章
の
「
信
仰
」
で
は
、
寺
社
、
家
・
地
域
の
神
仏
、
講
信
仰
、
オ
シ
ラ
サ
マ
、

6

民
間
宗
教
者
、
シ
チ
カ
ム
ラ
、
そ
の
他
の
項
目
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
採
集
資
料
を

主
と
し
て
い
る
が
、
個
別
の
事
例
が
少
な
く
、
地
域
の
信
仰
的
特
質
を
把
握
す
る
こ

と
が
難
し
い
場
合
は
、
岩
木
周
辺
地
域
と
の
資
料
比
較
を
試
み
、
民
俗
解
説
が
あ
っ

て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

寺
社
の
項
に
つ
い
て
は
、
『
旧
岩
木
町
史
』
を
参
考
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
章

で
は
無
理
に
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

章
の
「
民
俗
芸
能
」
で
は
、
津
軽
地
方
で
は
種
類
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。
そ

7

の
な
か
で
岩
木
地
区
の
獅
子
踊
り
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
る
。
調
査
で
は
、
伝
承
の

消
失
し
た
集
落
や
中
断
、
休
止
か
ら
復
活
を
果
た
し
た
集
落
も
含
め
て
記
述
し
て
い

る
。
具
体
的
な
記
述
は
、
概
要
、
歴
史
的
経
緯
、
組
織
、
演
ず
る
年
間
の
行
事
、
唄

と
い
う
細
目
を
設
定
し
、
獅
子
踊
り
集
団
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
一

方
、
芸
能
の
項
目
の
な
か
に
お
山
参
詣
、
ね
ぷ
た
、
百
万
遍
な
ど
「
信
仰
」
や
「
年

中
行
事
」
と
重
複
す
る
項
目
が
並
ん
で
い
る
が
、
こ
の
章
を
構
成
す
る
基
準
が
よ
く

分
か
ら
な
い
。

章
の
「
口
承
文
芸
」
は
、
話
者
が
激
減
し
、
採
集
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
分

8

野
で
あ
る
。
冒
頭
に
昔
話
、
伝
説
、
世
間
話
と
の
分
類
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特

に
導
入
部
で
は
、
昔
話
が
語
ら
れ
る
場
、
季
節
、
話
者
に
つ
い
て
の
解
説
が
み
ら
れ

る
。
伝
説
で
は
水
部
、
山
の
部
、
祠
堂
の
部
、
家
の
部
、
習
俗
の
部
な
ど
地
域
色
を

捉
え
た
分
類
を
行
っ
て
い
る
。

章
の
「
工
芸
」
で
は
、
一
般
に
生
業
ま
た
は
民
具
の
な
か
で
記
載
さ
れ
る
項
目

9

で
あ
る
が
、
岩
木
地
区
は
ア
ケ
ビ
ズ
ル
細
工
・
竹
細
工
が
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め

章
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

1内
容
は
、
作
ら
れ
る
製
品
の
種
類
、
製
品
と
な
る
ま
で
の
材
料
の
入
手
か
ら
完
成

ま
で
の
製
作
技
術
が
主
な
記
述
で
あ
る
。

本
書
は
、
津
軽
に
お
い
て
数
少
な
い
民
俗
誌
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

章
ご
と
の
記
述
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、
地
域
の
特
質
を
う
ま
く
ま
と
め
概

説
的
な
章
や
個
別
の
説
明
と
と
も
に
概
況
を
設
け
る
章
、
資
料
を
羅
列
的
に
記
述
す

る
章
、
事
例
に
つ
い
て
の
分
類
が
不
明
確
な
ま
ま
の
記
述
な
ど
全
体
的
に
一
貫
性
が

欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
執
筆
者
の
調
査
に
よ
る
資
料
を
基
に
忠

実
に
記
録
し
、
わ
か
り
や
す
い
民
俗
生
活
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
民
俗
調
査
に
よ
る
津
軽
地
方
の
貴
重
な
民
俗
資
料
の
記
録
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
九
〇
六
＋
ｘ
ｘ
ⅲ
頁
、
二
〇
一
〇
年
三
月
刊
、
弘
前
市
、
非
売
品
）

（
お
お
ゆ
・
た
く
じ

青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
職
員
）

故
郷
へ
の
想
い
を
新
た
に

―
『
新
編
弘
前
市
史

資
料
編

岩
木
地
区
』 （

歴
史
編
）の

刊
行
に
寄
せ
て

―

末
永

洋
一

一
本

書
刊

行
の

位
相

い
わ
ゆ
る
「
平
成
の
大
合
併
」
で
、
青
森
県
内
の
市
町
村
も
そ
れ
ま
で
の
六
十
七
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市
町
村
か
ら
四
十
市
町
村
へ
と
減
少
し
、
多
く
の
町
村
が
「
消
滅
」
し
た
。
岩
木
町

も
そ
の
一
つ
で
、
相
馬
村
と
と
も
に
弘
前
市
と
合
併
し
、
行
政
上
は
「
弘
前
市
岩
木

町
」
と
な
っ
た
。
岩
木
町
は
、
昭
和
二
十
～
三
十
年
代
に
推
進
さ
れ
た
「
昭
和
の
大

合
併
」
の
際
に
、
駒
越
村
、
大
浦
村
、
岩
木
村
の
三
村
が
合
併
す
る
こ
と
で
形
成
さ

れ
た
が
、
そ
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
平
成
の
大
合
併
」
が
推
進
さ
れ
て
い
た
時
、
建
前
と
し
て
は
「
対

等
合
併
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
事
実
上
は
「
吸
収
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
町
村
側

が
心
配
し
た
の
が
、
広
域
化
に
伴
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
と
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
イ
」
の
喪
失
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
昨
今
の
情
報
化
の
進
展
や
旧
町

村
に
支
所
や
出
張
所
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
一
定
程
度
は
解
決
が
可
能
で
あ

っ
た
が
、
問
題
は
後
者
で
あ
っ
た
。
永
年
に
わ
た
っ
て
「
故
郷
」
と
し
て
い
た
町
や

村
が
な
く
な
る
（
少
な
く
と
も
行
政
上
に
お
け
る
呼
称
と
し
て
）
こ
と
は
、
そ
の
地

の
住
民
に
は
何
と
も
言
え
ぬ
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、

や
が
て
は
「
俺
が
生
ま
れ
た
村
」
、「
私
が
育
っ
た
町
」
を
忘
れ
て
さ
せ
て
い
く
こ
と

と
な
り
、
自
己
と
故
郷
の
関
係
性
を
喪
失
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
地
域
へ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
を
失
う
こ
と
は
、
地
域
へ
の
誇
り
や
地
域
へ
の
情
熱
を
失
わ

せ
て
、
地
域
産
業
や
地
域
振
興
、
地
域
創
造
な
ど
と
の
関
係
を
失
わ
せ
る
こ
と
と
も

な
り
か
ね
な
い
。
市
町
村
合
併
が
広
域
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
た
合
併
の
中
心
と

な
る
都
市
部
が
有
力
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
可
能
性
は
高
く
な
る
と
も
言
え
よ

う
。
岩
木
町
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
あ
る
ま
い
。

で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
処
す
る
方
策
は
あ
る
の
か
。
そ
の
一
つ
の
方
策
が
、

地
域
の
文
化
、
歴
史
、
生
活
な
ど
を
記
録
・
継
承
し
、
時
に
触
れ
て
そ
れ
を
紐
解
く

こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
」
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
地
域
の
歴
史
、
文
化
、
生
活
を
し
っ
か
り
と
し
た
立
場

か
ら
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
本
書
は
こ
の
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
を
与

え
た
と
言
え
よ
う
。
旧
岩
木
町
民
が
自
己
を
振
り
返
る
時
、
地
域
を
思
い
地
域
の
発

展
を
考
え
る
時
、
本
書
は
そ
の
一
つ
の
導
き
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
は
、
同
時
に
、
弘
前
市
や
旧
相
馬
村
の
住
民
が
本
書
を
紐
解
く
こ
と
で
、
新

・
弘
前
市
の
融
合
化
を
促
進
す
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お

い
て
、
旧
岩
木
町
民
は
も
ち
ろ
ん
、
新
・
弘
前
市
民
は
ぜ
ひ
と
も
本
書
を
紐
解
い
て

欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

二
本

書
の

特
長

本
書
は
合
計
九
百
三
十
ペ
ー
ジ
余
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
が
、
本
編
の
五
分
の
四
以

上
の
紙
幅
を
当
て
て
い
る
の
が
、
「
Ⅳ

近
現
代
の
岩
木
」
と
「
Ⅴ

民
俗
」
で
あ

る
。
一
見
、
あ
る
種
の
時
代
的
「
偏
り
」
と
も
思
え
る
編
集
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
近
現
代
史
の
量
が
多
い
の
は
、
監
修
の
労
を
取
ら
れ
た
長
谷
川
成
一

弘
前
大
学
教
授
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
旧
岩
木
町
か
ら
要
請
を
受
け
た
こ

と
」
も
一
因
だ
が
、
「
近
現
代
」
こ
そ
、
地
域
住
民
が
も
っ
と
も
身
近
に
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
イ
を
感
じ
る
重
要
な
時
代
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
町
の
消
滅
」
と
い
う

歴
史
的
転
換
期
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
こ
そ
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
く
こ
と
は
重
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
民
俗
に
か
な
り
の
紙
幅
を
当
て
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
長
谷

川
教
授
に
よ
れ
ば
「
『
津
軽
は
民
俗
の
宝
庫
』
と
は
、
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で
あ
る

が
、
『
新
編
弘
前
市
史
』
に
民
俗
調
査
の
成
果
が
全
く
反
映
さ
れ
」
ず
、
今
回
は
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「
そ
の
欠
を
補
う
」
と
い
う
意
欲
の
現
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
見
事
に
成

功
し
て
い
る
。
本
書
の
最
大
の
特
長
は
、
ま
さ
に
、
住
民
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近

な
歴
史
・
文
化
・
生
活
等
を
振
り
返
る
貴
重
な
空
間
と
時
間
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。

三
本

書
の

内
容

と
構

成

こ
う
し
た
特
長
を
も
つ
本
書
で
あ
る
が
、
本
編
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

Ⅰ
考
古

Ⅱ
編
年
資
料

Ⅲ
近
世
の
岩
木

Ⅳ
近
現
代
の
岩
木

Ⅴ
民
俗

以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

Ⅰ
考
古

こ
こ
で
は
、
旧
岩
木
町
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
的
調
査
を
紹
介
し
た
後
、

代
表
的
な
遺
跡
と
し
て
原
始
古
代
六
件
、
中
世
三
件
を
紹
介
し
て
い
る
。

Ⅱ
編
年
資
料

こ
こ
で
は
、
十
四
世
紀
初
め
か
ら
十
七
世
紀
中
葉
ま
で
の
百
五
十
五
点
に
及
ぶ
資

料
を
、
「
全
体
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
た
め
に
、

「
綱
文
（
諸
資
料
に
よ
っ
て
確
定
し
得
た
、
歴
史
的
事
柄
を
要
約
し
た
文
）
を
立

て
」
る
こ
と
で
配
列
し
て
い
る
。
読
者
に
は
あ
る
い
は
あ
る
種
の
戸
惑
い
を
感
じ
さ

せ
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
が
、
解
説
も
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
本
部
執
筆
者

の
苦
渋
と
努
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ
近
世
の
岩
木

「
［
弘
前
］
藩
政
に
関
わ
っ
て
の
資
料
と
民
衆
生
活
を
窺
え
る
資
料
」
の
二
章
か

ら
な
る
。
「
藩
政
に
関
わ
る
資
料
」
を
紹
介
す
る
「
第
一
章
弘
前
藩
と
岩
木
」
に
あ

っ
て
も
、
単
に
藩
政
の
羅
列
で
は
な
く
、
岩
木
と
い
う
農
村
の
変
容
や
農
民
生
活
な

ど
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
紹
介
し
て
お
り
、
民
衆
生
活
を
紹
介
す
る
「
第
二
章

『
金
木
屋
日
記
』
に
見
る
岩
木
」
と
通
底
す
る
編
集
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
「
金
木
屋
日
記
」
は
農
村
の
庶
民
生
活
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。

Ⅳ
近
現
代
の
岩
木

多
く
の
ペ
ー
ジ
を
当
て
ら
れ
て
い
る
の
が
本
部
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
以
前
刊

行
さ
れ
た
『
岩
木
町
誌
』
と
の
重
複
を
避
け
、
戦
後
史
を
重
視
し
て
「
岩
木
町
民
の

生
活
記
録
と
も
い
う
べ
き
資
料
を
…
掲
載
し
」
て
い
る
（
第
二
章
解
説
）
。
五
章
編

成
で
あ
る
が
、
特
に
、
明
治
期
の
岩
木
山
麓
の
開
拓
や
今
も
継
承
さ
れ
て
い
る
岩
木

山
信
仰
の
原
点
で
も
あ
る
岩
木
神
社
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
を
紹
介
す
る
「
第
一
章
明

治
期
の
岩
木
」
、
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
「
三
上
重
蔵
日
記
」
か
ら
末
端
行
政
組

織
の
対
応
や
庶
民
生
活
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
資
料
を
掲
載
す
る
「
第
二
章
岩
木
村

の
戦
争
体
験
」
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
お
け
る
地
域
の
青
年
層
や
子
供
の
「
日
常
性
」

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
「
第
三
章
山
ろ
く
の
子
供
と
青
年
」
は
是
非
と
も
読
ん
で
も
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ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
若
干
注
文
を
付
け
れ
ば
、
一
、
大
正
期
の
岩
木
が
全
く
見
え
な
い
、

二
、
弘
前
市
と
の
合
併
に
当
た
り
旧
岩
木
町
そ
し
て
町
民
と
に
ど
の
よ
う
な
約
束

（
「
新
市
建
設
計
画
」
な
ど
）
が
な
さ
れ
た
か
を
旧
岩
木
町
か
ら
の
視
点
で
取
り
上

げ
て
お
く
べ
き
、
の
二
点
で
あ
る
。

Ⅴ
民
俗

第
Ⅳ
部
「
近
現
代
の
岩
木
」
と
並
ん
で
重
要
な
の
が
本
部
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た

よ
う
に
、
本
部
は
「
民
俗
の
宝
庫
」
の
扉
を
開
き
、
「
宝
」
を
探
り
当
て
、
住
民
と

共
有
し
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
。
筆
者
は
常
々
、
自
治
体
史
に
見
ら
れ
る
「
民
俗
」

編
に
は
、
そ
の
叙
述
が
「
非
歴
史
的
」
で
あ
り
、
「
お
国
物
語
」
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、
い
さ
さ
か
懐
疑
心
を
持
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
書
は
そ
う
し
た
類
の
も
の
で

は
な
く
、
文
書
資
料
を
中
心
と
す
る
近
現
代
史
の
欠
を
補
う
、
い
わ
ば
「
オ
ー
ラ
ル

ヒ
ス
ト
リ
ー
」
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
旧
岩
木
町
を
構
成
し
た
三
つ
の
集
落

（
岩
木
、
駒
越
、
大
浦
）
に
つ
い
て
丹
念
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
成
果
が
現
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

四
「

通
史

」
で

さ
ら

な
る

成
果

を

全
体
と
し
て
、
本
書
は
そ
の
目
的
で
あ
る
「
岩
木
地
区
の
歴
史
像
の
構
築
を
目
指

す
」
（
あ
と
が
き
）
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
旧
岩
木
町
と
い
う
農
村
を

民
衆
的
視
点
か
ら
記
録
し
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
近
現
代
を
重
視
し
、

「
宝
庫
」
を
開
い
て
い
く
時
、
そ
こ
に
は
常
に
民
衆
、
生
活
者
が
居
る
か
ら
で
あ
る
。

今
後
、
本
書
な
ど
を
基
盤
と
し
て
「
通
史
」
が
編
集
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
住

民
が
そ
れ
を
読
み
、
自
ら
の
地
域
を
振
り
返
り
、
明
日
へ
の
展
望
を
持
つ
こ
と
が
出

来
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
」
の
拠
り
所
と
な
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
「
通
史
」
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
止
ま
な
い
。

（
す
え
な
が
・
よ
う
い
ち

青
森
大
学
学
長
）


