
竜
王
の
宝
の
資
源
を
活
か
す

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
に
は
希
望
に
満
ち
た
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
観
光
協
会
に
対
し
ま
し
て

格
別
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
春
先
よ
り
規
制
が
緩
和
さ
れ
各

種
事
業
や
行
事
等
が
徐
々
に
動
き
出

し
、
少
し
ず
つ
活
気
を
取
り
戻
し
ま
し

た
。
最
大
事
業
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
竜

王
夏
ま
つ
り
」
も
四
年
振
り
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
。
実
行
委
員
会
が
中
心
と

な
り
、
各
種
団
体
や
事
業
所
、
商
店
、

個
人
の
皆
さ
ま
か
ら
多
大
な
協
賛
を
い

た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
総
踊
り

に
は
多
く
の
皆
さ
ま
に
参
加
い
た
だ
き

夏
ま
つ
り
を
満
喫
い
た
だ
け
た
も
の
と

存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
打
上
げ
花
火
も
、
前
回
と
遜

色
の
な
い
約
二
〇
〇
〇
発
を
打
上
げ
て

い
た
だ
き
多
く
の
方
々
に
歓
声
と
と
も

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
四
年

振
り
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
方
々
が
集

中
し
、
入
場
で
き
な
か
っ
た
方
々
が
数

多
く
お
ら
れ
た
こ
と
を
真
摯
に
受
け
止

め
次
回
の
課
題
と
し
ま
す
。

　

昨
年
は
猛
暑
の
夏
で
し
た
が
、
事
故

も
な
く
盛
大
な
夏
ま
つ
り
が
開
催
出
来

た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に

明
日
へ
の
活
力
を
生
み
出
し
心
に
残
る

真
夏
の
祭
典
に
な
っ
た
こ
と
と
存
じ
ま

す
。

　

聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事
業
で
は
、
ゆ

か
り
の
十
一
社
寺
で
の
特
別
大
開
帳
や

イ
ベ
ン
ト
、
特
別
御
朱
印
の
授
与
を
通

じ
て
持
続
可
能
な
観
光
振
興
と
地
域
の

活
性
化
を
目
指
し
ま
し
た
。
地
元
ゆ
か

り
の
寺
院
や
御
堂
に
は
三
回
に
わ
た
り

首
都
圏
や
中
京
圏
、
関
西
圏
か
ら
多
く

の
仏
像
や
仏
閣
フ
ァ
ン
が
訪
れ
、
ゆ
っ

く
り
と
鑑
賞
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

竜
王
の
自
然
豊
か
な
歴
史
や
文
化
、

史
跡
、
風
景
を
は
じ
め
、
四
季
折
々
に

因
ん
だ
旬
の
果
樹
狩
り
体
験
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
あ
っ
て
も
根
強
い
人
気
に
支
え

ら
れ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
や
各
種
グ
ル
ー
プ

の
来
園
を
通
じ
て
観
光
誘
客
促
進
が
図

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
古
く
は
東
山
道

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
源
義
経
が
元

服
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
元
服
池
や
鏡
神

社
等
、
歴
史
が
漂
う
地
域
を
情
報
発
信

し
観
光
誘
客
を
目
指
し
ま
し
た
。
今
年

も
新
型
コ
ロ
ナ
に
留
意
し
つ
つ
、
竜
王

町
の
観
光
資
源
を
活
か
す
活
動
に
ま
い

進
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し
て
新

し
い
年
が
健
や
か
で
素
晴
ら
し
い
年
に

な
り
ま
す
よ
う
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

竜
王
町
観
光
協
会若　

井
　
冨
　
嗣

会
長
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竜
王
町
に
は
多
く
の
石
室
を
持
つ
古
墳
が

見
ら
れ
ま
す
。
雪
野
山
山
頂
に
は
国
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
て
い
る
雪
野
山
古
墳
、
山
麓
に

は
天
神
山
古
墳
群
な
ど
、
ま
た
鏡
山
の
麓
に

は
、
岩
屋
古
墳
、
老
々
塚
古
墳
、
オ
ウ
ゴ
古

墳
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
の
も
入
れ
る

と
合
計
一
〇
〇
基
近
く
も
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
の
中
か
ら
三
つ
紹
介
し
ま
す
。

　

岩
屋
古
墳
（
時
期
：
六
世
紀
中
頃
）

　

岩
屋
古
墳
は
三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
モ
ー
ル

東
側
に
あ
る
薬
師
北
信
号
の
近
く
に
あ
り
ま

す
。そ
れ
も
皆
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る『
前

方
後
円
墳
』
で
す
。
で
も
教
科
書
に
載
っ
て

あ
る
よ
う
な
大
き
な
古
墳
で
は
な
く
、
小
ぶ

り
の
古
墳
で
す
。

　

現
在
は
岩
屋
不
動
尊
と
し
て
、
石
室
（
以

前
遺
体
を
納
め
て
い
た
石
の
部
屋
）
の
奥
に

彫
っ
て
あ
る
不
動
明
王
が
信
仰
の
対
象
で
、

周
り
も
整
備
さ
れ
て
お
り
気
軽
に
立
ち
寄
れ

る
と
こ
ろ
で
す
。
元
々
つ
い
て
い
た
石
室
に

出
入
り
す
る
通
路
（
羨
道
）
は
ほ
ぼ
あ
り
ま

せ
ん
。

　

老
々
塚
古
墳
（
時
期
：
六
世
紀
中
頃
）

　

美
松
台
住
宅
の
は
ず
れ
の
林
の
中
に
突
如

老
々
塚
古
墳
が
現
れ
ま
す
。
古
墳
の
石
室

は
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
す

が
、
こ
の
古
墳
は
ほ
と
ん
ど
地
表
に
現
れ
て

お
り
、
石
は
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
は
昔
須
恵
器
の
一
大
生
産
地

だ
っ
た
の
で
そ
の
生
産
に
関
わ
っ
た
人
た
ち

の
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

天
神
山
古
墳
群
（
時
期
：
六
世
紀
後
半
～

七
世
紀
初
頭
、
合
計
二
九
基
か
ら
な
る
古
墳

群
）

　

川
守
の
龍
王
寺
東
側
に
雪
野
山
の
登
山
道

が
あ
り
、
登
り
初
め
て
す
ぐ
に
四
号
墳
、
五

号
墳
が
並
ん
で
お
り
、
横
穴
式
石
室
が
開
口

し
て
い
ま
す
。
狭
い
羨
道
を
通
り
中
へ
入
る

と
大
き
な
石
室
が
現
れ
び
っ
く
り
し
ま
す
。

懐
中
電
灯
が
必
需
品
で
す
。

　

竜
王
町
に
石
室
を
持
つ
古
墳
が
な
ぜ
多
い

の
か
？

　

勿
論
、
多
く
の
豪
族
が
こ
の
地
域
に
い
た

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
古
墳
を

作
る
に
は
そ
の
材
料
と
な
る
大
き
な
石
が
必

石
室
を
持
つ
古
墳
が
多
い
わ
け

要
で
す
。
そ
れ
が
竜
王
町
に
は
豊
富
に
あ
っ

た
の
で
す
。

　

雪
野
山
は
「
湖
東
流
紋
岩
（
流
紋
岩
質
溶

結
凝
灰
岩
）」
と
い
う
岩
石
で
で
き
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
火
山
に
よ
っ
て
で
き
た
岩
石
で

す
。
火
山
の
火
口
か
ら
噴
出
し
た
火
山
灰
や

火
山
ガ
ス
が
火
砕
流
と
な
っ
て
流
れ
出
し
、

山
腹
を
流
れ
下
り
な
が
ら
周
り
の
岩
石
な
ど

を
一
緒
に
巻
き
込
み
ま
す
。
低
い
と
こ
ろ
に

た
ま
っ
た
火
砕
流
は
、
自
身
の
重
さ
と
熱
で

再
び
溶
け
、
ゆ
っ
く
り
と
冷
え
て
固
ま
り
ま

す
。
こ
う
し
て
で
き
た
石
が「
湖
東
流
紋
岩
」

で
す
。
そ
の
火
口
は
、
東
近
江
市
永
源
寺
杠

葉
尾
（
ゆ
ず
り
お
）
町
付
近
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
当
時
、
富
士
山
く
ら
い
の
山
が
こ

の
滋
賀
県
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
竜

王
町
は
そ
の
西
の
端
に
あ
た
り
ま
す
。
今
か

ら
七
千
万
年
前
の
こ
と
で
す
。
こ
の
「
湖
東

流
紋
岩
」
は
平
面
に
割
れ
や
す
い
性
質
（
節

理
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
石
室
を
造

る
の
に
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
鏡
山
は
花
崗
岩
か
ら
で
き
て
い
ま

す
。
花
崗
岩
は
地
下
深
く
の
マ
グ
マ
が
ゆ
っ

く
り
固
ま
っ
て
で
き
た
も
の
で
す
。
そ
の

後
、
地
殻
の
変
動
で
地
表
面
に
現
れ
た
も
の

で
す
。
昔
、
鏡
山
は
花
崗
岩
の
石
材
産
地
で

し
た
。
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
か
ら
二
〇
分

程
鏡
山
の
方
へ
登
る
と
鳴
谷
池
に
出
会
い
ま

す
。
そ
の
あ
た
り
が
花
崗
岩
の
石
切
場
で
し

た
。
今
か
ら
八
〇
年
以
上
前
の
こ
と
で
、
運

搬
す
る
た
め
に
掘
っ
た
隧
道
（
ト
ン
ネ
ル
）

の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
花
崗
岩
も
平
面
に

割
れ
や
す
い
性
質
が
あ
り
石
室
造
り
に
適
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
古
墳
を

訪
ね
る
と
、
ま
た
違
っ
た
見
方
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
大
き
な
石

を
運
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
と
か
。

関川　雅之 氏

竜王町歴史倶楽部                                                      

（西横関）
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シ
リ
ー
ズ
ふ
る
さ
と
探
訪
64

善
光
寺
川
と
長
者
の
石
臼
　
～
近
江
輿
地
志
略
再
考

山
本
　
茂 

氏 

（
美
松
台
）

土
際
よ
り
上
に
至
っ
て
二
尺
餘
、
狛
長
者
の

石
臼
な
り
と
い
ふ
。善
光
寺
川
と
號
す
る
は
、

此
の
臼
の
上
に
善
光
寺
の
佛
を
置
き
た
る
故

と
い
ふ
。
臣
按
ず
る
（
私
が
考
え
る
）
に
豊

臣
秀
吉
公
の
時
、善
光
寺
の
本
尊
を
洛
陽（
京

都
）
に
移
し
、
又
返
し
給
ふ
事
あ
り（
＊
１
）。

此
時
此
邊
に
て
奇
特
の
事
（
不
思
議
の
印
）

あ
り（
＊
２
）、
幸
い
石
臼
の
様
な
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
旁
（
か
た
が
た
）
附
會
し
て
（
こ
じ

つ
け
て
）
言
ふ
な
る
べ
し
、
長
者
の
石
臼
も

心
得
難
し
。
臣
も
巡
覧
の
序
、
此
の
石
を
見

る
に
實（
ま
こ
と
）に
臼
に
は
似
た
れ
ど
も
極

め
て
臼
と
い
う
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
底
の
土

に
入
て
甚
だ
深
き
は
、
若
し
古
来
の
石
の
鳥

居
の
柱
な
ど
の
自
然
と
土
中
に
埋
れ
し
に
や

訝
し
。
臣
が
知
れ
る
人
之
を
掘
り
取
り
て
手

水
鉢
に
せ
む
と
數
多
の
人
夫
を
か
け
て
之
を

掘
れ
共
其
の
底
を
知
ら
ず
故
に
や
む（
＊
３
）。

こ
こ
に
あ
る
善
光
寺
の
佛
と
は
、
本
一
光
三

尊
式
阿
弥
陀
如
来
（
善
光
寺
如
来
）
の
こ
と

で
、大
き
さ
は
、四
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

百
済
か
ら
伝
わ
っ
た
日
本
最
古
の
仏
像
と
の

伝
説
を
持
ち
「
秘
仏
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
〇
世
紀
後
半
は
、
浄
土
信
仰
が
盛
ん
に

な
っ
た
時
期
で
、
善
光
寺
聖
と
呼
ば
れ
る
僧

が
御
本
尊
の
ご
分
身
仏
を
背
負
い
、
全
国
各

地
を
遍
歴
し
な
が
ら
民
衆
の
間
に
善
光
寺
信

仰
を
広
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
国
時

代
に
は
善
光
寺
如
来
は
権
威
の
象
徴
と
見
な

さ
れ
、
信
玄
、
信
長
、
家
康
な
ど
多
く
の
戦

国
大
名
は
こ
ぞ
っ
て
自
領
に
如
来
を
遷
座
さ

せ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
豊
臣
秀
吉
は
熱
心

で
一
五
九
七
年
（
慶
長
二
年
）
京
都
方
広
寺

大
仏
殿
の
大
仏
を
壊
し
、
安
置
し
た
の
だ
。

（
文
中
＊
１
）
巨
大
な
大
仏
殿
に
小
さ
な
本
尊
は

不
釣
り
合
い
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
年
、

秀
吉
は
病
に
倒
れ
、
民
衆
は
こ
れ
を
善
光
寺

如
来
の
祟
り
と
噂
し
た
た
め
、
本
尊
は
信
濃

に
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
原
文
に
は
此
の

頃
の
こ
と
を
「
奇
特
の
事
」
と
詳
細
は
語
っ

て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
想
像
だ
が
、
近
く
に

住
む
長
者
ゆ
か
り
の
長
老
の
夢
枕
に
如
来

が
お
立
ち
に
な
り
、「
信
濃
へ
の
帰
路
、
鏡

宿
に
寄
る
由
、
造
成
さ
れ
し
川
の
平
安
を
祈

り
な
さ
い
」
と
で
も
話
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。（
文
中
＊
２
）
つ
ま
り
筆
者
は
「
長
者
の
石

臼
」
の
逸
話
は
、過
去
の
ど
の
日
で
も
な
い
、

こ
の
日
だ
っ
た
と
決
め
、
事
実
ら
し
く
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
原
文
後
半
（
文
中
＊
３
）

に
は
「
長
者
の
石
臼
」
は
石
臼
で
あ
っ
て
石

臼
で
は
な
い
「
鳥
居
の
柱
」
だ
と
、
見
て
き

た
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
江
戸
時
代

と
は
言
え
、
文
中
の
如
き
説
明
を
誰
が
信
じ

た
で
あ
ろ
う
。
私
が
五
年
前
「
近
江
輿
地
志

略
」
を
読
ん
だ
時
、
こ
の
件
は
戯
言
と
思
っ

て
い
た
。
だ
が
違
っ
た
。
こ
の
不
思
議
な
逸

話
に
は
、
後
述
の
深
い
意
図
が
あ
っ
て
の
真

摯
な
表
現
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
古
来
よ

り
、
狛
の
長
者
の
開
発
魂
と
、
土
地
に
生
き

る
人
々
の
水
へ
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
こ
の
石

臼
。
こ
れ
が
善
光
寺
如
来
の
台
座
と
な
り
仏

の
力
を
注
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
筆
者
は
石
鳥

居
ま
で
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
、
神
の
力
を
も

取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
石
臼

と
そ
れ
に
関
わ
る
川
造
り
の
伝
承
を
風
化
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
後
世
に
残
し
て

い
く
こ
と
が
自
身
の
使
命
と
悟
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
た
め
多
く
の
人
々
を
魅
了
し

続
け
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
名
所
話
に
仕
立
て

上
げ
た
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
不
思
議
な
逸

話
の
真
意
と
、
私
は
得
心
し
て
い
る
。

　

令
和
の
今
、
石
臼
は
持
ち
主
の
方
々
に

よ
っ
て
年
法
要
が
末
永
く
続
け
ら
れ
、
善
光

寺
川
の
安
全
を
祈
念
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

か
つ
て
白
砂
が
ま
ぶ
し
い
河
川
敷
だ
っ
た
川

は
砂
防
事
業
完
了
後
、
定
量
の
流
れ
が
確
保

さ
れ
た
も
の
の
次
第
に
荒
廃
し
た
。
だ
が
平

成
二
一
年
、「
竜
王
清
流
会
」
の
皆
さ
ん
に

よ
っ
て
河
川
環
境
美
化
活
動
が
始
め
ら
れ
、

美
し
さ
が
保
た
れ
て
い
る
。さ
ら
に
は
最
近
、

河
岸
に
花
桃
を
育
て
る
活
動
も
始
ま
っ
た
。

有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
、
川
は

何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
囁
く
如
く
、
静
か

に
流
れ
て
い
る
。

　

竜
王
町
に
は
、
善
光
寺
川
と
名
付
け
ら
れ

た
一
級
河
川
が
貫
流
し
て
い
る
。
鏡
山
を
源

と
し
、
山
沿
い
を
直
進
、
中
山
道
（
国
道
八

号
線
）
手
前
で
左
折
し
て
道
を
越
え
右
折
し

日
野
川
と
合
流
。
昔
、
人
の
手
で
造
成
さ
れ

た
も
の
と
さ
れ
る
の
に
、
何
故
か
街
道
で
わ

ざ
わ
ざ
左
右
折
し
て
い
る
の
か
、
不
思
議
な

形
状
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
川
に
は「
長

者
の
石
臼
」
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
善
光
寺
川
が
古
代
白
鳳
期
に
東

近
江
市
小
脇
郷
に
住
ん
だ
「
狛
（
高
麗
）
の

長
者
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
の
有
力
者
の
末

裔
が
蒲
生
野
の
灌
漑
事
業
の
一
環
と
し
て

造
っ
た
川
と
伝
え
ら
れ
る
。
長
者
が
信
濃
善

光
寺
よ
り
借
り
た
仏
像
を
石
臼
の
上
に
置
き

川
の
平
安
を
願
い
祈
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
川

の
名
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
江
戸
幕
府
が
、
道
中
奉
行

直
轄
事
業
と
し
て
五
海
道
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
作
製
し
た
絵
図
「
中
山
道
分
間
延

絵
図
」
に
も
『
高
麗
長
者
碓
』
と
し
て
明
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
江
戸
時

代
中
期
の
「
近
江
輿
地
志
略
」
に
詳
し
い
。

同
書
は
、
膳
所
藩
・
藩
士
の
寒
川
辰
清
（
さ

む
か
わ
と
き
き
よ
）
が
ま
と
め
た
地
誌
で
享

保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
に
、
一
〇
一
巻

一
〇
〇
冊
の
大
作
と
し
て
完
成
し
た
。
近
江

国
全
域
を
対
象
に
し
た
初
の
本
格
的
な
地
誌

と
さ
れ
て
い
る
。

　

原
文
は
下
述
の
通
り
。

　

善
光
寺
川
の
東
の
堤
の
下
に
あ
り
。
大
き

さ
一
圍
（
い
ち
い
／
ひ
と
抱
え
）
七
尺
許
、

近
江
輿
地
志
略

中
山
道
分
間
延
絵
図
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
昨
年
は
色
々
と
お
世
話
に
な
り
有
り
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
年
も
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
六
年
も
早
二
週
間
余
り
が
過
ぎ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
令
和
二
年
か
ら
三
年
間
、
新

型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
私
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ

ル
が
大
き
く
変
革
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨

年
春
先
以
降
状
況
が
大
き
く
好
転
し
、
ヒ
ト
・

モ
ノ
の
動
き
も
以
前
の
よ
う
に
戻
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
近
隣
二
市
二
町
や
十
一
社
寺
、
商

工
会
、
観
光
協
会
が
連
携
し
た
聖
徳
太
子
魅

力
発
信
事
業
も
今
後
少
々
ス
タ
イ
ル
は
変
わ

り
ま
す
が
、
引
続
き
情
報
発
信
し
全
国
か
ら

多
く
の
方
々
を
自
然
と
文
化
が
豊
か
な
こ
の

地
に
観
光
誘
客
を
積
極
的
に
行
い
、
関
連
施

設
へ
の
来
客
を
目
指
し
た
活
動
を
今
後
も
行

い
ま
す
の
で
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

�

（
観
光
協
会　

事
務
局
）

　

西
川
集
落
南
部
に
建
立
さ
れ
て
い
る
正
光

寺
山
門
前
に
建
つ
「
国
寶
阿
弥
陀
如
来
正
光

寺
」
石
柱
は
、
私
が
子
供
の
こ
ろ
か
ら
見
慣

れ
親
し
ま
れ
た
物
で
す
が
、
現
在
、
阿
弥

陀
如
来
は
国
宝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和

二
十
五
年
に
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
見

直
し
が
行
わ
れ
、（
以
前
の
修
理
の
方
に
問

題
が
あ
っ
た
よ
う
で
・
・
・
）
現
在
は
国
指

定
重
要
文
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

正
光
寺
の
謂
れ
に
つ
い
て
は
、
文
献
が
ほ

と
ん
ど
な
く
、
私
は
色
ん
な
文
献
や
残
さ
れ

た
資
料
か
ら
推
測
し
て
ま
と
め
た
も
の
を
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

慈
雲
山
正
光
寺
の
創
建

　

正
光
寺
は
、
天
正
年
間
（
一
五
七
〇
年

代
）
に
新
徳
上
人
が
再
建
さ
れ
た
と
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
年
代
の
資
料
が
何

も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
少
し
年
代
を
下
る

と
、
一
七
一
四
年
に
圓
浄
大
法
師
住
職
の
墓

碑
が
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
七
一
七
年
に
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
が
寄
進

さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
一
七
二
八
年
に
は
梵

鐘
が
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
境
内
の
地
蔵
菩
薩

石
造
群
の
中
央
に
建
立
さ
れ
て
い
る
板
碑
が

一
七
三
九
年
に
建
立
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
堂
の
屋
根
が
一
八
二
六
年
に
葺

替
え
ら
れ
、
棟
の
鬼
瓦
が
蓮
華
紋
で
作
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
八
年
の
大
屋
根
修

理
ま
で
、
四
隅
の
下
が
り
棟
の
鬼
瓦
十
二
個

は
す
べ
て
鬼
面
鬼
瓦
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
棟
の
鬼
瓦
も
鬼
面
鬼
瓦
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
ま
す
。
因
み
に
近
江
八
幡
の
西

光
寺
は
、
今
も
す
べ
て
が
鬼
面
鬼
瓦
で
葺
か

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
寺
の
創
建
は
、
江
戸

時
代
初
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
天
正
年
間
（
一
五
七
〇
年

代
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
納
得
で
き
ま
す
。

　

阿
弥
陀
如
来
立
像

　

ご
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
南
北
朝

時
代
（
一
三
三
六
年
～
一
三
九
二
年
）
の
作

と
さ
れ
て
お
り
、
像
高
九
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
寄
木
内
刳
で
玉
眼
を
嵌
入
し
、
肉

身
は
粉
瘤
塗
、
衲
衣
漆
箔
施
し
が
あ
り
ま

す
。
台
座
に
墨
書
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と

夢
告
に
よ
っ
て
宗
珍
居
士
が
近
江
の
国
八
日

市
よ
り
買
得
し
宗
珍
六
世
の
孫
、
青
木
運
平

氏
が
一
七
一
七
年
（
享
保
二
年
）
に
正
光
寺

へ
寄
進
し
た
由
を
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

正
光
寺
を
想
う

像
の
特
徴
は
、
肉
髻
（
に
く
け
い
）
が
低
く
、

通
肩
の
衲
衣
の
衣
摺
り
は
、
煩
雑
で
宗
様
式

の
影
響
を
受
け
た
作
で
あ
り
、
右
手
を
上
げ

左
手
を
下
げ
て
い
る
が
、
両
手
の
印
の
結
び

方
が
親
指
と
中
指
で
輪
を
作
る
下
品
中
生
印

（
げ
ぼ
ん
ち
ゅ
う
し
ょ
う
い
ん
）
と
い
う
来

迎
印
を
表
し
て
い
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
今

ご
本
尊
の
御
顔
や
お
姿
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ

く
と
、
穏
や
か
で
慈
し
み
を
も
っ
て
お
参
り

す
る
も
の
を
す
べ
て
極
楽
往
生
さ
せ
て
頂
け

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

国
指
定
重
要
文
化
財
の
阿
弥
陀
如
来
の
謂

わ
れ
や
特
徴
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

い
、
末
永
く
お
守
り
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

願
う
も
の
で
す
。
願
わ
く
は
竜
王
町
の
観
光

地
図
に
も
掲
載
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
平
成
二
十
八
年
に
檀
徒
総
代
と
し
て

本
堂
大
屋
根
の
大
修
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
私
に
と
っ
て
、
多
く
の
事
を
学
ば
せ
て
い

た
だ
き
、
寺
院
や
神
社
の
歴
史
や
由
来
に
大

き
な
関
心
ご
と
と
な
り
、
今
集
落
内
の
歴
史

遺
産
の
編
纂
を
始
め
て
い
ま
す
。
町
内
外
に

関
わ
ら
ず
よ
り
多
く
の
こ
と
が
知
り
た
く
、

竜
王
歴
史
倶
楽
部
の
一
員
に
加
え
て
い
た
だ

き
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
八
十

の
手
習
い
で
は
あ
り
ま
す
が
、
頑
張
っ
て
学

び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

西田　征生 氏

竜王町歴史倶楽部                                                      

（西川）

令和６年１月15日第83号

（4）


