


力

も

ち

の
行
光

さ

ん

昔
谷
根
に
行
光
さ
ん
と
い
う
力
持
ち
の
お
坊
さ
ん
が
い
た
。
荒
れ
た
日
に
四

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
出
雲
崎
ま
で
魚
買
い
に
行
っ
た
り
、
時
に
は
も
っ
と

遠
く
の
松
之
山
ま
で
風
呂
入
り
に
出
か
け
た
り
し
て
い
た
。

あ
る
日
、

高
い
が
け
と
深
い
谷
に
は
さ
ま
れ
た
細
い
道
で
、
谷
根
か
ら
柏
崎

へ
行
く
牛
と
柏
崎
か
ら
谷
根
へ
行
く
牛
が
出
会
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
通
り
か
か
っ

た
行
光
さ
ん
は
塩
を
積
ん
で
い
た
柏
崎
の
牛
を
目
よ
り
も
高
く
さ
し
あ
げ
て
、

ま
き
を
積
ん
だ
谷
根
の
牛
を
通
し
て
や
っ
た
と
い
う
。

万

地

が

平

（ま
ち
が
だ
い
ら
）

谷
根
の

「万
地
が
平
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
岩
が
あ
る
。そ
の
岩
の
表
一

面
に
珠
数

（じ
ゅ
ず
）
の
玉
と
房
の
あ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は

谷
根
の
お
万
が
女
人
禁
制
の
法
度

（は
っ
と
）
を
破
り
、
米
山
の

頂
上
を
き
わ
め
た
時
、
天
狗

（て
ん
ぐ
）
が
怒
っ
て
お万
を
つ
か
ん
で
投
げ
と

ば
し
た

。

お
万
の
か
ら
だ
は

ま
り
の
様
に
と
ん
で
前
山
を
越
え
て
、
こ
の
万
地
が
平

の
岩
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
の
時
お
万
の
手
に
し
た
珠
数
が
こ
の
岩
に
あ
た
っ
た

あ
と
だ
と
い
う

。

毘

沙

門

杉

（び
し
ゃ
も
ん
す
ぎ
）

昔
、
谷
根
に
上
杉
謙
信
公
の
勧
請

（か
ん
せ
い
）
し
た
昆
沙
門
天
が
あ
っ
た
。

そ
の
境
内
に
大
杉
が
あ
っ
た
。
佐
渡
通
い
の
舟
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う

。や
が
て
廃
寺
に
な
り
、
一
人
の
き
こ
り
が
こ
の
杉
を
買
っ
て
切
っ
て
杉
材
に

し
て
売
っ
た
と
こ
ろ
が
そ
の
た
た
り
で
こ
の
き
こ
り
は
や
が
て
死
ん
で
し
ま
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る

。

白

蛇

池

谷
根
の
沢
は
昔
か
ら
大
蛇
の
住
み
か
と
し
て
知
ら
れ
て
い
て
、
蛇
と
り
が
よ

く
来
て
蛇
の
生
き
肝

（き
も
）
を
と
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

と
る
方
法
は
蛇
と
戦
っ
て
蛇
に
呑
ま
れ
て
、
蛇
の
腹
の
中
に
入
り
、
腹
中
よ

り
刃
物
を
も
っ
て
破
っ
て
出
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
蛇
と
り
に
は
体

中
に
一

本
も
毛
が
な
い
と
い
わ
れ
る

。

小
蛇
は

「ま
だ
出
来
て
い
な
い
」
と
い
っ
て
手
を
つ
け
な
か
っ
た
そ
う
で
大

蛇
の
肝
だ
け
を
ね
ら

っ
て
い
た

。

名
に
し
お
う
蛇
沢
で
赤
岩
か
ら
下
の
沢
ま
で
ニ
メ
ー
ト
ル
巾
ぐ
ら
い
の
草
が

な
び
い
て
い
て

「
大
蛇
が
く
だ
っ
た
跡
だ
」

と
、
教
え
ら
れ
た
事
も
あ
り
、
ま
た
白
蛇
が
池
で
銀
色
の
う
ろ
こ
が
輝
や
く
蛇



を
見
た
と
い
う

。

白
蛇
の
池
の
水
を
も

っ
て
来
て
、
よ
く
雨
乞
い
を
し
た
も
の
だ
と
い
う

。

お

万

が

淵

（ふ
ち
）

お
万
が
谷
根
の
村
に
、
嫁
に
来
た
。
元
来
悪
心
が
強
く
、
人
の
も
の
を
盗
ん

だ
り
、
あ
ば
れ
た
り
、
う
そ
を
言
っ
た
り
で
、
と
か
く
輪
中

（村
じ
ゅ
う
）
の

も
の
に
迷
惑
を
か
け
た
の
で
、
婿

（む
こ
）
さ
ん
は
お
万
を
離
縁
し
た

。

離
縁
さ
れ
た
お
万
は
他
人
の
家
に
放
火
し
て
騒
い
だ
の
で
、
輪
中
の
者
た
ち

は
お
万
を
と
り
お
さ
え
、
俵
に
つ
め
て
淵
に
投
げ
す
て
た

。
お
万
は
俵
か
ら
手

足
を
出
し
、
も
が
え
て
岸
に
は
い
上
ろ
う
と
し
た
が
輪

中
の
者
た
ち
は
、
た
い

ま
つ
で
お
万
の
手
や
足
を
焼
い
て
淵
に
沈
め
て
し
ま
っ
た
．
こ
こ
を
お
万
が
淵

と

い

う

。

お
万
が
死
ぬ
と
き
に

「
七
生
た
た
っ
て
や
る
」

と
、
の
ろ

っ
て
死
ん
だ

。
そ
の
後
こ
の
輪
中
に
不
幸
が
た
え
な
か

っ
た

。

山

伏

と

狐

米
山
登
山
の
山
伏

（や
ま
ぶ
し
）
が
谷
根
の
石
原
坂
を
通
る
と
狐
が
一
匹
、

昼
寝
を
し
て
い
た
．
山
伏
は
そ
の
狐
の
耳
の
そ
ば
に
、
ほ
ら
貝
を
近
づ
け
力
い

つ
ば
い
吹
い
た
の
で
、
狐
は
驚
い
て
目
を
さ
ま
し
逃
げ
て
い
っ
た

。

山
伏
は
浄
土
坂
に
さ
し
か
か
る
と
急
に
暗
く
な
っ
た

。
浄
土
坂
と
い
う
の
は
、

よ
く
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
大
ぜ
い
の
僧
が
集
っ
て
、
ろ
う
そ
く
を
た
く
さ
ん
つ

け
、
柿
の
木
を
中
心
に
ま
る
く
集
り
、
お
経
を
読
む
こ
と
が
あ
る
の
で
名
づ
け

ら
れ
た
も
の

で
あ
る

。

山
伏
は
急
に
暗
く
な
っ
た
の
を
不
思
議
に
思
っ
て
休
ん
で
い
る
と
、
上
の
方

か
ら
葬
式
が
や
っ
て
来
た

。
山
伏
は
柿
の
木
に
登
っ
て
見
て
い
る
と
、
葬
式
は

柿
の
木
の
下
に
棺
桶
を
お
い
て

一
休
み
し
た

。

棺
桶
の
ふ
た
が
あ
い
て
、
死
人
が
む
っ
く
り
起
き
出
し
、

「
山
伏
い
た
か
、
山
伏
い
た
か
」

と
木
に
登
っ
て
来
た
。
山
伏
は
お
そ
ろ
し
く
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
柿
の
木
を
登

っ
た

。
枝
の
先
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
山
伏
が
最
後

が
つ
か
ま

っ
た
枝
が
折
れ
て

ど
し
ん
と
地
ひ
び
き
た
っ
て
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
畠
仕
事
を
し
て
い
た
人
が
驚

い
て
み
る
と
山
伏
が
柿
の
木
か
ら
落
ち
た
の
で
、
み
ん
な
集

っ
て
介
抱
し
た

。

気
が
つ
い
た
山
伏
は

「
も
う
夜
が
あ
け
た
の
か
」

と

つ
ぶ
や
い
た
そ
う
で
あ
る

。

犀

が

淵

谷
根
に
犀

（さ
い
）
が
淵
と
い
う
淵
が
あ
っ
て
、
犀
が
住
ん
で
い
る
と
い
わ

れ
て
い
た
が
、
だ
れ
も
犀
を
見
た
も
の

が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
朝
行
興
寺
の
赤
牛
が
し
き
り
に
鳴
く
の
で
、
牛
小
屋
の
ま

せ
を
は
ず
し
て
や
る
と
外
へ
と
び
出
し
た

。
し
ば
ら
く
す
る
と
び

っ
し
ょ
り
水

に
ぬ
れ
て
帰

っ
て
来
た

。

こ
ん
な
こ
と
が
ニ

・

三
日
続
い
た

。
行
光
が
不
思
議
に
思
っ
て
、
あ
る
朝
つ



い
て
い
く
と
、
牛
は
谷
根
川
を
ど
ん
ど
ん
さ
か
の
ぼ
っ
て
犀
が
淵
の
方
へ
行
っ

た
。
犀
が
淵
に
つ
い
た
牛
が

「モ
ウ
」
と
な
く
と
、
淵
の
水
が
わ
き
あ
が
っ
て
、

犀
が
現
れ
て
き
た
。牛
と
犀
の
時
な
ら
ぬ
争
い
が
始
っ
て
い
つ
勝
負
が
つ
く
と

も
思
わ
れ
な
か
っ
た

。

行
光
は
「赤
牛
が
ん
ば
れ
、
赤
牛
が
ん
ば
れ
」
と
応
援
し
た
ら
、
応
援
に
カ

を
得
て
、
赤
牛
は
み
ご
と
犀
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
赤
牛
も
全
身
傷
だ

ら
け
に
な
り
、
角
も
拆
れ
て
、
と
う
と
う
、
そ
の
場
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い

う

。

す

す

け

提

灯

（

ち
ょうち
ん
）

谷
根
は
昔
、
南
朝
の
忠
臣
楠
家
の
家
来
、
和
田
正
朝

（ま
さ
と
も
）
の
子
、

小
太
郎
が
四
条
綴

（し
じ
ょ
う
な
わ
て
）
の
戦
に
敗
れ
、
一
時
こ
こ
に
か
く
れ

て
い
た
と
言
わ
れ
て
、
下
和
田
、
上
和
田
、
和
田
小
屋

（窟
）
な
ど
和
田
に
か

か
わ
り
を
も
つ
地
名
が
多
い

。

谷
根
の
中
央
に
一
本
の
大
き
な
榎

（え
の
き
）
が
あ
り
、
和
田
某
の
骨
を
埋

め
て
、
目
印
に
植
え
た
榎
と
言
わ
れ
て
い
る

。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
そ
の
榎
に
す
す
け
提
灯
が
ぶ
ら
さ
が
り
、
夜
遊
び
す

る
青
年
は
そ
の
提
灯
を
み
る
と
腰
が
抜
け
、
足
が
ふ
る
え
て
、
立
つ
こ
と
も
歩

く

こ
と
も
で
き
な
い
と
い
わ
れ
た

。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
谷
根
に
は
夜
遊
び
す
る
若
者
は
い
な
く
な
っ
た
そ

う
だ

。

谷
根
の
嫁
入
り
ホ
ー
イ

ホ
ー
イ

谷
根
の
嫁
入
り
ホ
ー
イ

ホ
ー
イ

と
い
う
俗
謡
が
あ
る
よ
う
に
・
谷
根
の

嫁
入
り
行
列
の
先
ぶ
れ
は
、
今
で
も
ホ
ー
イ
、
ボ
ー
イ
と
か
け
声
か
け
て
行
く

と
い
う

。

昔
、
谷
根
に
二
軒
の
長
者
が
あ
っ
て
、
上
の
長
者
か
ら
、
下
の
長
者
へ
嫁
が

い
く
こ
と
に
な

っ
た

。

や
が
て
当
日
、
嫁
が
出
る
時

合
図
に
下
の
長
者
の
家
に
向
っ
て

「
ホ
ー
イ

ホ
ー
イ
」
と
呼
び
か
け
て
、
嫁
出
立
の
時
を
知
ら
せ
た

。

そ
れ
以
来
、
嫁
の
行
列
の
先
ぶ
れ
は
「
ホ
ー
イ
」
「
ボ
ー
イ
」
と
寄
声
を
発

し
て
行
く
と
の
こ
と
で
あ
る

。

山

も

ち

谷
根
で
は
十
月
十
三
日
を

「十
三
夜
」

（じ
う
さ
や
）
と
い
っ
て
、
そ
の
日

は
山
も
ち
を
作
っ
て
ご
ち
そ
う
と
す
る
。
山
も
ち
と
い
う
の
は
、
秋
田
の
き
り

た
ん
ぽ
、
木
曾
の
五
へ
い
餅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
の
起
り
に
は
こ
ん

な
こ
と
が
あ
る
．

山
の
炭
焼
き
の
所
へ

栢
崎
か
ら
お
客
が
と
れ
た

。
山
の
中
の
こ
と
と
て
何

も
ご
ち
そ
う
が
な
い
．

お
か
か
は
飯
を
た
き
な
が
ら
、
何
ご
ち
そ
う
し
よ
う
か
と
考
え
た
。お
か
か
は
、

た
き
あ
が
っ
た
飯
を
そ
ば
に
あ
っ
た
手
ご
ろ
の
木
で
、
と
ん
と
ん
と
つ
き
、
う



つ
ぎ
の
枝
を
と
っ
て
、
が
ま
の
穂
の
よ
う
に
そ
れ
に
ま
き
つ
け
、
か
ん
か
ん
お

き
た
火
の
上
で
、
狐
色
に
焼
い
て

そ
れ
に
味
噌
を
ぬ
り
つ
け
、
ま
た
し
ば
ら

く
焼
い
て
、
客
に
す
す
め
た

。

客

は

一
口
食

っ
て
、
そ
の
う
ま
さ

を
ほ
め
、

「
こ
れ
は
う
ま
い
、
何
と
い
う
も
の
か
」

と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
お
か
か
は

「
そ
ら
あ
、
山
も
ち
と
い
う
だ

べ
」

と
、
即
座
に
答
え
た
と
い
う

。

今
、
冬
の
食

べ
も
の
と
し
冬
食
べ
る
と
か
ら
だ
が
暖
っ
て
、
小
用
に
夜
起
き

な
い
で
い
い
と
い
わ
れ
て
い
る

。

谷
根
の
う
ま
い
も
の
は
、
こ
の
山
も
ち
と
笹
ず
し
で
あ
る
。

猫

が

平

谷
根
の
猫
は
踊
り
が
好
き
で
夏
の
夜
な
ど
、
よ
く
猫
が
平
に
集
っ
て
踊
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。
い
や
猫
が
よ
く
集
っ
て
踊
る
か
ら
猫
が
平
と
い
わ
れ

て
い
る

。

あ
る
夜
、
踊
り
ず
き
で
、
猫
大
将
の
太
左
工
門
の
猫
が
刻
限

（時
間
）
に
な

っ
て
も
来
な
い
。
大
ぜ
い
の
猫
が
心
配
し
て
い
る
と
遅
れ
て
太
左
工
門
の
猫
が

き

た

。
「
ど
う
し
た
の
か
」

と

聞

く

と

「あ
つ
い
お
じ
や

―
雑
炊

（ぞ
う
す
い
）
―
を
食
わ
せ
ら
れ
た
の
で
急
い
で

食

べ
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
お
く
れ
た
」

と
、
言

っ
た

。
谷

根

美

人

義
経
が
上
輪
に
滞
在
し
た
時
、
美
し
い
一
婦
人
の
行
き
す
ぎ
る
の
を
見
て
名

前
を
聞
く
に
、
「谷
根
の
旧
家
板
屋
の
娘
に
て
お
富
士
で
あ
る
」
と
答
う
。
義

経
は
旅
行
の
憂
さ
晴
ら
し
に
、
お
富
士
を
嫁
に
も
ら
い
た
い
と
交
渉
し
た
が
娘

は
頑
と
し
て
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
義
経
は
恨
め
し
そ
う
に
、

「今
後
、
谷
根

に
生
ま
る
る
も
の
は
、
み
に
く
い
女
ば
か
り
で
あ
ろ
う
」
と
悪
口
を
言
っ
て
立

ち
去
ら
れ
た
と
い
う

。

米

山

び

く

に
落

し

米
山
の
吉
尾
口
の
一
の
坂
に
「
つ
る

べ
お
と
し
」
と
い
う
難
所
が
あ
っ
て
金

ぐ
さ
り
で
登
ら
ね
ば
危
険
の
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
を

「び
く
に
落
し
」
と
も
言

っ
て
い
る

。

女
入
禁
制

（
に
ょ
に
ん
き
ん
せ
い
」
の
聖
山

（お
や
ま
）
と
さ
れ
て
い
た
こ

ろ
、
尼
さ
ん
が
米
山
へ
登
ろ
う
と
し
て
神
罰
を
う
け
て
、
こ
こ
か
ら
こ
ろ
が
り

落
ち
た
の
で

「び
く
に
落
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

注

米
山
は
昔
四
方
の
峰
に
女
人
堂
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
四
方
屍
羅
場
と
い
い
、

こ
れ
か
ら
上
は
、
女
は
登
る
事
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。


