
―
創
設
者
の
康
國
典
大
法
師

は
道
教
に
お
け
る
坊
さ
ん

（
道
士
）
で
す
か
。

康

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
師
で
す
。

台
湾
で
は
道
教
の
お
宮
に

お
参
り
に
行
く
風
習
が
あ
り

ま
す
。
貿
易
商
を
し
て
い
て
、

中
国
と
の
貿
易
で
財
を
な
し

ま
し
た
。

―
法
師
と
は
。

康

日
本
で
な
ら
僧
侶
よ
り

神
主
に
近
い
で
す

―
大
法
師
の
ご
出
身
は
台
湾

の
ど
こ
で
す
か
。

康

台
北
の
郊
外
の
板
橋

（
バ
ン
チ
ャ
オ
）
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
。

―
こ
の
よ
う
な
お
宮
を
建
て

る
き
っ
か
け
は
。

康

膵
臓
関
係
の
大
病
を
し

て
神
様
に
助
け
て
い
た
だ
い

て
、
神
様
に
対
す
る
感
謝
と
、

他
の
人
も
参
拝
の
で
き
る
神

社
を
建
て
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。
最
初
、
台
湾
で
建
て
よ

う
と
し
た
ら
、
お
告
げ
で
こ

こ
（
日
本
の
坂
戸
）
に
し
な

さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

縁
も
ゆ
か
り
も
な
く
、
中
華

街
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の

で
す
が
、
一
か
ら
整
備
し
て

こ
の
お
宮
さ
ん
を
建
て
た
の

で
す
。

―
お
告
げ

と
い
う
の

は
。

康

詳
し

い
内
容
は

私
も
聞
い

て
い
ま
せ

ん
が
、
方

角
と
か
聖

天
宮
の
形

も
全
部
お

告
げ
が
あ
っ

た
よ
う
で

す
。

―
建
て
る

前
、
こ
こ

（
坂
戸
市

塚
越
）
は

ど
ん
な
場

所
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

康

こ
こ
は
雑
木
林
と
桑
畑

で
、
建
て
始
め
た
時
は
、
若

葉
の
駅
も
な
く
、
前
の
道
路

も
な
く
、
農
道
だ
け
で
し
た
。
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坂
戸
市
の
田
園
風
景
の
中
に
突
如
現
れ
る

極
彩
色
の
道
教
の
お
宮
「
聖
天
宮
」
。
日

本
で
も
最
大
級
の
こ
の
豪
華
な
建
築
は
、

台
湾
人
の
康
國
典
大
法
師
が
神
の
お
告
げ

を
受
け
て
、
全
く
縁
の
な
か
っ
た
異
国
の

地
に
建
設
し
た
。
康
國
典
大
法
師
の
子
息

で
、
お
宮
を
管
理
す
る
康
嘉
文
さ
ん
に
、

お
宮
の
由
来
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。



―
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

康

敷
地
は
大
体
７
千
坪
あ

り
ま
す
が
、
個
人
で
、
し
か

も
外
国
人
が
、
こ
れ
だ
け
の

土
地
を
ま
と
め
る
だ
け
で
も

考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
大

変
な
苦
労
は
さ
れ
た
と
思
い

ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
地
主
さ

ん
を
説
得
し
て
買
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
い
き

な
り
来
て
、
土
地
を
買
い
た

い
と
言
わ
れ
て
も
、
普
通
は

ま
と
ま
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
も
宗
教
施
設
で
す
か
ら
、

と
ま
ど
う
人
は
い
た
か
も
知

れ
な
い
で
す
ね
。

―
建
設
は
い
つ
か
ら
。

康

昭
和
50
年
代
で
す
。
出

来
上
が
っ
た
の
は
平
成
７
年

で
す
。
15
年
以
上
か
か
っ
て

い
ま
す
。

―
建
物
の
様
式
は
。

康

形
は
全
部
お
告
げ
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
台
湾
の
神
社

の
様
式
は
あ
り
ま
す
の
で
、

宮
大
工
に
任
せ
た
部
分
も
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
。

―
方
角
は
ど
ち
ら
を
向
い
て

い
ま
す
か
。

康

真
南
で
な
く
東
南
で
す
。

お
告
げ
で
こ
の
方
角
も
出
た

の
で
す
が
、
真
南
で
あ
る
と
、

全
然
日
の
当
た
ら
な
い
北
側

が
で
き
ま
す
が
、
東
南
な
ら

裏
側
に
も
日
が
当
た
り
ま
す
。

―
道
教
の
お
宮
と
し
て
は
大

き
い
。

康

台
湾
で
は
小
さ
い
お
宮

さ
ん
が
多
く
、
こ
う
い
う
大

き
い
お
宮
さ
ん
は
少
な
い
で

す
。
こ
れ
は
大
き
い
方
で
す
。

―
資
金
は
い
く
ら
く
ら
い
。

康

正
式
な
数
字
は
難
し
い

で
す
が
、
結
構
な
金
額
で
す
。

―
個
人
で
す
べ
て
負
担
さ
れ

た
の
で
す
か
。

康

始
め
た
の
は
父
で
す
が
、

そ
れ
に
協
賛
し
て
お
金
を
出

し
合
っ
た
人
が
い
ま
す
。
台

湾
の
人
も
日
本
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

―
大
工
さ
ん
は
。

康

台
湾
か
ら
呼
び
ま
し
た
。

本
場
の
人
で
な
い
と
色
と
か

形
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。

中
で
も
一
流
の
宮
大
工
を
呼

ん
で
作
り
ま
し
た
。
台
湾
の

宮
大
工
は
そ
れ
ぞ
れ
分
野
が

特
殊
で
あ
っ
て
、

石
は
石
だ
け
、

木
は
木
だ
け
、

金
箔
は
金
箔
師

だ
け
と
、
全
部

役
割
分
担
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
で
一
流
の

大
工
を
探
し
て
、

し
か
も
日
本
に

連
れ
て
こ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。

父
の
人
徳
が
な

け
れ
ば
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
だ
け
の
も

の
を
15
年
で
仕

上
げ
た
の
は
奇
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跡
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

同
じ
も
の
を
今
作
れ
と
言
わ

れ
て
も
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
材
料
が
揃
わ
な
い

で
し
ょ
う
。
作
り
も
非
常
に

凝
っ
て
い
ま
す
。

―
現
在
は
お
宮
と
し
て
一
般

の
人
も
参
拝
で
き
る
わ
け
で

す
か
。

康

こ
こ
は
下
町
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
当
初
か
ら
一
般
に

公
開
し
て
い
ま
す
。
信
仰
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
他
、
観

光
で
来
ら
れ
る
方
も
多
い
で

す
。こ

こ
を
建
て
た
の
は
、
自

分
も
神
さ
ま
に
助
け
て
い
た

だ
い
た
の
で
、
他
の
人
も
ご

利
益
に
あ
や
か
れ
る
よ
う
に

と
い
う
こ
と
か
ら
で
す
。
た

だ
宣
教
、
布
教
を
目
的
に
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
神
さ
ま
に
救
い
を
求
め

る
人
が
い
れ
ば
、
ご
自
由
に

ど
う
ぞ
。
道
教
の
精
神
も
元
々

そ
う
い
う
精
神
で
す
。

―
入
場
は
い
つ
で
も
で
き
る
。

康

そ
う
で
す
。

―
反
応
は
ど
う
で
す
か

康

結
構
、
い
ろ
い
ろ
な
人

が
来
て
、
初
め
て
来
て
も
、

癒
さ
れ
る
と
い
う
方
が
多
い

で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
も
う

少
し
地
域
に
根
づ
い
て
、
憩

い
の
場
と
し
て
一
般
の
人
が

多
く
来
て
く
れ
る
よ
う
に
活

動
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

―
毎
週
土
曜
に
門
前
の
広
場

で
太
極
拳
が
開
か
れ
て
い
る
。

康

聖
天
宮
が
直
接
運
営
し

て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
の
雰
囲
気
と
か
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
い
の
で
、

中
国
・
台
湾
の
公
園
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
ぜ
ひ
こ
こ
で
さ
れ
た

い
と
い
う
こ
と
で
、
協
力
し

て
い
ま
す
。
教
室
で
は
な
い

の
で
、
ど
な
た
で
も
自
由
に

参
加
で
き
ま
す
。
土
曜
日
の

朝
で
す
。

―
日
本
で
は
道
教
は
あ
ま
り

な
じ
み
が
な
い
で
す
。

康

道
教
は
元
々
信
者
で
あ

る
と
か
信
者
で
な
い
と
か
区

別
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
一
つ

の
生
き
方
と
も
言
え
ま
す
し
、

台
湾
で
は
風
習
の
一
部
で
す
。

台
湾
で
、
「
あ
な
た
は
道
教

の
信
者
で
す
か
」
と
聞
い
た

ら
不
思
議
が
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。

―
こ
う
い
う
施
設
は
日
本
に

他
に
あ
り
ま
す
か
。

康

横
浜
中
華
街
の
他
、
各

地
に
孔
子
廟
、
神
戸
の
南
京

町
に
関
帝
廟
が
あ
り
ま
す
。

敷
地
か
ら
建
物
ま
で
、
国
内

で
は
こ
こ
が
一
番
大
き
い
と

思
い
ま
す
。
道
教
は
そ
の
ま

ま
の
形
で
日
本
に
入
っ
て
き

た
の
は
わ
ず
か
で
、
風
水
、

陰
陽
道
、
易
な
ど
の
形
で
断

片
的
に
入
っ
て
き
て
い
ま

す
。

―
孔
子
廟
は
道
教
の
施
設

で
す
か
。

康

厳
密
に
は
難
し
い
で

す
が
、
孔
子
も
中
国
人
で

す
か
ら
大
本
の
思
想
は
共

通
で
す
。
作
り
も
似
て
い

ま
す
。
道
教
は
中
国
の
歴

史
と
同
じ
く
ら
い
古
い
宗

教
で
、
そ
れ
を
哲
学
と
し

て
ま
と
め
た
の
が
老
子
や

孔
子
で
す
。
日
本
の
神
道

と
同
じ
よ
う
に
民
間
信
仰

か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

［
本
尊
］

―
本
尊
は
。

康

「
三
清
道
祖
」
と
言
い

ま
す
。
よ
く
「
道
祖
神
」
と

間
違
わ
れ
ま
す
が
、
道
祖
は

す
べ
て
の
始
ま
り
の
意
味
で

す
。
道
教
で
も
一
番
位
の
高

い
神
さ
ま
で
す
。
真
ん
中
の

「
元
始
天
尊
」
は
天
と
地
を

作
っ
た
神
様
で
、
「
道
徳
天

尊
」
は
道
徳
の
神
様
、
「
霊

寶
天
尊
」
は
魂
を
授
け
る
神

様
で
す
。
日
本
の
神
社
と
違

い
、
ご
神
体
が
は
っ
き
り
し

て
い
ま
す
。
彫
刻
像
に
な
っ

て
い
て
、
男
の
神
様
は
皆
ひ

げ
が
長
い
で
す
。

―
実
在
の
人
物
で
は
な
い
。

康

伝
説
で
す
ね
。
い
ろ
い

ろ
な
説
が
あ
り
、
老
子
が
道

徳
天
尊
に
な
っ
た
と
い
う
説

も
あ
り
、
逆
に
道
徳
天
尊
が

降
臨
し
て
老
子
に
な
っ
て
道

徳
を
広
め
た
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。

［
参
拝
］

―
参
拝
は
お
願
い
ご
と

を
す
る
の
で
す
か
。

康

そ
う
で
す
。
日
々

の
お
願
い
ご
と
を
し
ま

す
。
お
願
い
ご
と
は
こ

と
細
や
か
に
し
た
方
が

よ
い
で
す
。
ま
ず
自
己

紹
介
を
し
、
「
商
売
繁

盛
」
、
「
家
内
安
全
」

だ
け
で
な
く
、
「
家
内

安
全
」
な
ら
、
今
の
家

族
の
状
況
、
お
孫
さ
ん

の
こ
と
な
ら
学
校
の
名

前
、
苦
手
な
勉
強
ま
で
、

日
々
の
暮
ら
し
の
報
告
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を
し
な
が
ら
、
お
願
い
を
し

ま
す
。

―
線
香
を
使
う
の
で
す
か
。

康

長
い
お
線
香
を
持
っ
て

お
願
い
を
し
ま
す
。
台
湾
で

は
、
お
線
香
は
供
養
で
な
く

祈
願
の
お
線
香
で
す
。
自
分

の
気
持
ち
が
煙
と
な
っ
て
天

に
伝
わ
り
ま
す
の
で
、
線
香

は
火
を
つ
け
て
持
っ
た
ま
ま

お
願
い
を
し
ま
す
。

［
天
井
］

―
天
井
の
説
明
を
し
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。

康

楠
の
彫
刻
を
釘
な

し
で
組
ん
で
金
箔
を
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
彫
り
物
で
埋
め
尽

く
す
天
井
は
珍
し
い
で

す
。
前
殿
と
本
殿
の
２
ヶ

所
あ
り
、
前
殿
は
万
物

を
表
す
天
井
で
、
１
万

以
上
の
部
品
を
使
っ
て

組
ん
で
い
て
、
細
か
い
。

よ
く
見
る
と
、
非
常
に

魅
力
的
で
す
。
真
ん
中

の
ド
ー
ム
状
の
と
こ
ろ

は
八
画
形
に
な
っ
て
お

り
、
「
八
卦
」
は
易
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
卦

の
組
み
合
わ
せ
で
万
物
が
で

き
た
と
い
う
の
が
中
国
の
伝

説
で
す
。
八
卦
の
下
で
お
み

く
じ
を
す
る
と
よ
く
当
た
る
。

八
卦
の
下
で
お
み
く
じ
を
す

る
の
が
正
式
な
わ
け
で
す
。

よ
く
「
当
た
る
も
八
卦
当
た

ら
ぬ
も
八
卦
」
と
言
い
ま
す
。

本
殿
の
天
井
は
ら
せ
ん
状

に
組
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

な
形
は
珍
し
い
で
す
。
技
術

的
に
も
作
る
の
は
非
常
に
難

し
い
で
す
。
こ
れ
は
大
極
を

表
し
た
天
井
で
す
。
す
べ
て

の
始
ま
り
、
宇
宙
の
始
ま
り

と

い

う
こ
と
で

す
。
そ
の

下
に
神
様
が
鎮
座
し
て
い
ま

す
の
で
、
神
様
の
世
界
か
ら

す
べ
て
が
始
ま
り
ま
し
た
と

い
う
こ
と
を
表
す
の
が
本
殿

全
体
の
構
図
な
ん
で
す
。

［
門
神
］

―
こ
の
像
は
。

康

山
門
神
と
言
い
ま
す
。

こ
こ
は
お
宮
さ
ん
の
正
門
に

な
り
、
門
番
と
し
て
彫
っ
て

あ
る
も
の
で
す
。
門
を
閉
め

ると

外
側
に
向
き
ま
す
。

―
こ
れ
は
彫
刻
で
す
か
。

康

楠
の
彫
刻
で
す
。
台
湾

で
彫
っ
て
か
ら
持
っ
て
き
た

も
の
で
す
。

―
大
き
さ
は
。

康

高
さ
４
・
５
㍍
、
１
枚

板
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
大
き

さ
で
す
か
ら
１
千
年
以
上
の

木
で
し
ょ
う
。
し
か
も
何
年

も
乾
か
さ
な
い
と
す
ぐ
に
は

彫
れ
ま
せ
ん
。
普
通
は
寄
木

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
羽
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衣
や
弓
の
弦
、
花
、
爪
ま
で

掘
り
出
し
た
も
の
で
す
。

―
い
く
つ
あ
り
ま
す
か
。

康

全
部
で
10
体
あ
り
ま
す
。

ぞ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
神
様
で
す
。

［
お
み
く
じ
］

―
お
み
く
じ
は
日
本
と
違
い

ま
す
ね
。

康

日
本
の
神
社
と
同
じ
よ

う
に
台
湾
に
も
お
み
く
じ
が

あ
り
ま
す
が
、
台
湾
で
は
た

だ
番
号
を
引
く
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
が
自
分
に
合
っ
て
い
る

か
ど
う
か
を
神
様
に
う
か
が

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で

す

。

片

側

が

陽

で

片

側

が

陰

の

「

神

杯

」

を

投

げ

て

陽

と

陰

の

両

方

が

出

な

け

れ

ば

番

号

の
許
可
は
下
り

な
い
。
も
の
ご

と
に
は
始
ま
り

と
終
わ
り
が
な

け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
考
え

か
ら
来
て
い
ま

す
。
許
可
が
出

な
い
と
引
き
直

し
ま
す
。
す
ん

な
り
と
出
る
人

も
い
ま
す
が
、

気
持
ち
に
迷
い

が
あ
っ
た
り
す
る
と
な
か

な
か
出
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

参
拝
の
仕
方
も
、
お
み

く
じ
も
違
い
ま
す
。
聖
天

宮
に
来
ら
れ
て
、
台
湾
の

参
拝
体
験
を
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
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おみくじ

門神


