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は
し
が
き

　
千
葉
県
夷
隅
郡
大
原
町
は
房
総
半
島
東
部
の
海
岸
地
帯
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

し
、
漁
業
と
農
業
を
主
産
業
と
す
る
人
口
二
万
二
千
人
ほ
ど
の
町
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
お
ち
の
さ
と

　
当
町
域
は
古
代
に
は
上
総
国
夷
蝋
爾
（
夷
隅
の
本
来
の
表
記
）
郡
三
道
郷
に
属

し
た
か
と
さ
れ
る
。
中
世
に
は
ほ
ぼ
金
域
が
、
伊
南
部
（
夷
蒲
郡
が
南
北
に
分

割
さ
れ
て
成
立
）
を
立
荘
化
し
た
伊
南
荘
に
含
ま
れ
て
い
た
。
伊
南
荘
は
隣
接

　
　
い
ほ
う

し
た
伊
北
荘
・
千
町
議
な
ど
と
共
に
、
洛
南
鳥
羽
離
墨
壷
に
あ
っ
た
金
童
心
院

領
の
荘
園
と
し
て
知
ら
れ
る
。
在
地
領
主
は
本
来
、
上
総
氏
の
一
族
伊
南
氏
で

あ
っ
た
が
、
源
頼
朝
の
同
量
を
受
け
、
以
後
は
伊
北
荘
司
で
あ
っ
た
、
や
は
り

偉
勲
の
三
富
氏
の
所
領
と
な
っ
た
。
地
頭
伊
算
氏
の
雨
霧
伝
領
は
一
四
世
紀
半

ぽ
ま
で
続
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
当
邸
内
に
は
上
総
権
介
寒
土
の
居
館
が

所
在
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
が
、
確
証
は
な
い
。
ま
た
、
深
堀
家
文
書
で
著
名

な
上
総
国
御
家
人
深
堀
氏
の
所
領
と
し
て
、
御
牧
（
大
野
牧
か
）
別
当
給
田
が

荘
内
の
内
野
郷
に
あ
っ
た
が
、
同
氏
の
出
自
を
現
在
の
大
原
町
深
堀
の
地
と
す

る
に
は
根
拠
に
欠
け
る
。
室
町
期
に
は
当
荘
は
畠
山
基
圏
、
高
師
長
な
ど
の
所

領
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
戦
国
期
に
入
る
と
、
上
総
真
里
谷
の
武

田
氏
や
安
房
里
見
氏
の
配
下
の
正
木
氏
な
ど
の
勢
力
が
及
ん
だ
が
、
荘
内
は
し

ぼ
し
ぼ
戦
乱
に
ま
き
込
ま
れ
た
。

　
本
稿
は
、
こ
の
伊
南
荘
の
主
要
部
分
を
占
め
た
現
在
の
大
原
曙
域
に
、
平
安

時
代
末
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
展
開
し
た
信
仰
や
文
化
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

、
中
世
大
原
の
代
表
的
な
信
仰

　
　
　
ω
　
能
…
野
信
仰

　
熊
野
信
仰
の
浸
透
を
具
体
的
に
示
す
も
の
は
熊
野
神
社
の
分
布
で
あ
る
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ソ

原
に
か
つ
て
熊
野
揺
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
暢
全
国
神
社
名
鑑
』
に
よ

る
と
町
内
に
現
存
す
る
三
九
社
の
う
ち
無
事
が
熊
野
神
社
で
あ
り
、
約
＝
ニ
パ

ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
夷
隅
地
方
全
体
を
み
て
も
ほ

ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
し
、
郡
内
五
町
（
大
多
喜
・
岬
・
夷
隅
・
御
宿
・
大
原
）

に
鎮
座
す
る
神
社
｝
五
九
社
の
う
ち
熊
野
神
社
は
一
五
社
あ
り
、
こ
れ
は
約
一

〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
集
落
規
模
の
小
社
は
文
献
史

料
に
恵
ま
れ
ず
、
各
々
の
成
立
年
代
や
沿
革
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

の
上
、
一
般
に
小
社
は
幕
末
か
ら
明
治
年
間
に
か
け
て
の
神
社
整
理
の
過
程
で
、

合
穂
・
廃
絶
・
神
名
変
更
が
な
さ
れ
た
地
域
も
多
い
か
ら
、
取
り
扱
い
に
は
十

分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
房
総
地
方
に
熊
野
儒
仰
が
中
世
か

ら
普
及
し
て
い
た
こ
と
は
多
く
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
大
原
町
内
の
熊
野
神
社
は
大
原
、
若
山
、
山
田
、
長
志
、
沢
部
の
五
ケ
所
に

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
成
立
が
確
実
に
申
世
ま
で
遡
り
う
る
の
は
、
近
年
長
志
の

三
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秋
場
一
宏
氏
宅
よ
り
『
神
仏
御
札
之
登
臨
と
い
う
外
題
を
有
す
る
棟
札
銘
の
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

し
が
発
見
さ
れ
た
、
同
所
の
熊
野
神
社
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
若
干
検

討
し
て
お
く
と
、
建
久
元
年
（
＝
九
〇
）
か
ら
文
化
五
年
（
一
八
0
八
）
に

至
る
「
四
点
か
ら
な
り
、
同
社
だ
け
で
な
く
、
摂
社
・
末
社
と
み
ら
れ
る
浅
間

宮
・
香
取
宮
・
愛
宕
宮
な
ど
の
棟
札
銘
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
原

物
は
　
点
も
伝
わ
ら
ず
、
昭
和
十
七
年
（
…
九
四
こ
）
刊
の
篠
崎
四
郎
編
『
房

総
金
石
文
の
研
究
』
に
も
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
の
も
の
の
年
紀
部
分
と
、

慶
長
十
七
年
（
一
六
～
二
）
の
も
の
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
当

時
す
で
に
大
部
分
は
亡
失
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
信
頼
性
の
上
で

い
く
つ
か
の
問
題
点
を
残
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
建
久
元
年
の
も
の
に
は
「
御
地
頭
浅
利
九
郎
兵
衛
濃
し
、
嘉
暦
三

年
の
も
の
に
は
「
御
地
頭
青
山
下
野
二
様
〕
と
い
っ
た
、
願
主
と
思
わ
れ
る
そ

の
時
々
の
領
主
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
浅
利
・
青
山
と
い
っ
た
名
字
の
者

が
鎌
倉
時
代
に
上
総
国
内
の
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
ほ
か
に
な
い
。

ま
た
、
実
在
の
人
物
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
敬
称
で
願
主
名
が
記
さ
れ
る
こ

と
は
中
世
の
金
石
文
な
ど
の
銘
文
に
は
あ
ま
り
例
が
な
く
、
仮
に
十
数
点
の
棟

札
が
江
戸
末
期
ま
で
実
際
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
原
物
を
忠
実
に
書

写
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
『
神
仏
御

札
之
写
』
は
当
時
起
っ
た
何
ら
か
の
訴
訟
の
添
付
資
料
と
し
て
写
さ
れ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
架
空
の
領
主
名
は
そ
う
し
た
必
要
上
か
ら
権
威
付
け
の

た
め
に
付
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
し
、
『
房
総
金
石
文
の
研
究
』

を
信
頼
す
れ
ば
、
こ
の
地
に
熊
野
神
社
が
鎌
倉
宋
期
年
ま
で
に
勧
請
さ
れ
て
い

た
こ
と
だ
け
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
代
々
の
銘
文
に
は
、
当
社

の
祭
祀
が
「
草
切
野
鼠
し
と
呼
ば
れ
た
、
闘
中
払
以
下
の
七
姓
の
神
職
お
よ
び

名
主
層
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
中

世
後
期
以
降
の
実
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
以
上
の
検
討
を

経
て
初
め
て
雷
え
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
は
宮
座
や
村
落
結
合
に
つ
い
て
考
察

す
る
手
が
か
り
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
熊
野
信
仰
と
は
書
う
ま
で
も
な
く
、
紀
伊
国
の
熊
野
三
山
（
本
宮
・
新
嘗
・

那
智
）
に
対
す
る
信
仰
だ
が
、
専
門
の
修
行
者
の
み
で
は
な
く
、
｝
般
の
貴
族

層
や
武
士
層
の
間
に
も
広
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
院
政
期
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
に
園
城
寺
の
増
誉
を
先
達
に
白

河
上
皇
が
初
め
て
訪
れ
て
よ
り
、
代
々
の
上
皇
が
回
を
重
ね
て
参
詣
し
、
公
家

社
会
で
は
「
蟻
の
熊
野
詣
扁
と
醤
わ
れ
る
ほ
ど
の
隆
盛
を
現
出
し
た
。
能
…
野
神

社
が
地
方
に
も
勧
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
こ
れ
以
後
の
こ
と
と
み
て
よ
い

が
、
そ
の
契
機
と
し
て
は
だ
い
た
い
二
つ
ほ
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
一
つ
は
御
師
や
先
達
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
地
方
の
武
士
の
間
に
次
第
に
能
…

野
盗
を
す
る
風
習
が
広
が
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
初
期
頃
ま
で
に
東
国

の
武
士
で
熊
野
を
参
詣
し
た
者
が
い
た
こ
と
は
い
く
つ
か
の
史
料
に
見
え
る
が
、

な
か
に
は
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
能
…
野
那
智
浦
よ
り
補
陀
落
山
へ
渡
海
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
と
い
う
、
下
総
の
住
人
下
河
辺
行
秀
の
よ
う
な
人
物
も
あ
っ
た
（
『
吾
妻
鏡
臨
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唾
）

上
総
の
例
で
は
『
沙
石
集
』
巻
第
一
ノ
九
話
所
載
の
、
高
瀧
の
地
頭
が
一
人
娘

を
連
れ
て
熊
野
に
「
年
詣
」
を
し
た
と
い
う
説
話
は
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
言

う
「
年
詣
㎏
が
、
毎
年
の
慣
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ぽ
興

味
深
い
。
こ
う
し
た
熊
野
詣
を
遂
げ
た
武
士
が
、
帰
国
後
に
自
分
の
所
領
内
に

熊
野
神
社
を
勧
請
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
目
と
し
て
、
熊
野
社
領
の
荘
園
と
な
っ
た
た
め
に
、
荘
園
鎮
守
と
し
て

本
所
の
神
が
分
書
さ
れ
た
り
、
旧
来
か
ら
在
地
に
あ
っ
た
神
社
が
熊
野
神
社
の

一…

ｹ
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社
号
に
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
多
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
房
総
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
る

る
広
義
の
能
…
野
社
領
と
し
て
は
、
上
総
国
畔
蒜
郡
の
畔
蒜
荘
が
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。
現
在
の
君
津
郡
袖
ケ
浦
町
か
ら
木
更
津
市
お
よ
び
君
津
市
の
東
部
に

か
け
て
展
開
し
た
荘
園
で
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
条
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
さ
な
ん

と
熊
野
別
当
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ほ
か
、
下
野
国
で
は
匝
瑳
南

。
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

条
荘
が
熊
野
山
領
で
あ
り
（
『
吾
妻
鏡
山
）
、
安
房
国
平
群
郡
に
は
永
暦
年
間

（
＝
六
〇
～
六
一
）
に
後
白
溝
法
皇
か
ら
仏
聖
灯
油
料
と
し
て
京
都
の
新
熊

　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ん
ぽ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

野
社
に
寄
進
さ
れ
た
面
上
荘
が
あ
っ
た
（
新
熊
野
神
社
文
書
）
。

　
熊
野
信
仰
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
流
布
の
し
か
た
や
ル
ー
ト
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
る

で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
上
総
国
畔
蒜
荘
の
年
貢
は
小
櫃
川
を
船
で
下
り
、
江
戸

湾
に
出
て
海
上
交
通
に
よ
っ
て
輸
送
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
が
（
附
紀
伊
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
　

風
土
記
臨
付
録
巻
十
四
、
本
富
社
家
二
階
堂
蔵
文
書
）
、
室
町
期
の
史
料
に
な

る
と
、
米
の
廻
船
に
従
事
し
た
伊
勢
や
熊
野
の
商
入
の
江
戸
湾
へ
の
来
航
が
頻

繁
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伊
勢
御
師
や
熊
野
御
師
が

こ
の
よ
う
な
廻
船
に
便
乗
し
て
品
川
、
神
奈
川
、
あ
る
い
は
六
浦
な
ど
に
上
陸

し
、
こ
れ
ら
の
港
津
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、
東
国
で
の
布
教
や
檀
那
獲
得
に
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『
沙
石
集
』
の

説
話
で
、
高
滝
の
地
頭
は
熊
野
か
ら
の
帰
途
、
「
サ
ラ
鎌
倉
過
テ
、
六
浦
と
云

所
謂
テ
、
便
船
ヲ
待
テ
、
上
総
へ
越
ン
ト
テ
し
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
上
総
、

武
蔵
間
は
右
の
よ
う
な
廻
船
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
熊
野
詣
も
基

本
的
に
は
海
上
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
能
…
野
信
仰
が
大
原
の
地
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
も
海
路
を

媒
介
と
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま
さ
に
海
か
ら
の
文
化
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
②
善
光
寺
信
仰

　
岩
船
の
東
陽
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、
い
わ
ゆ
る
「
善
光
寺
式

如
来
」
と
呼
ば
れ
る
様
式
を
有
す
る
鋳
銅
仏
で
、
永
享
四
年
（
｝
四
三
二
）
の

銘
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
当
時
、
善
光
寺
信
仰
が
大
原
の
地
の
流
入
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
が
お
か
る
。
善
光
寺
と
い
う
の
は
信
濃
国
水
内
郡
、
現
在
の
長
野
市
元
善
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
じ
ん
に
ょ
ら
い

に
あ
る
古
刹
で
あ
る
。
信
濃
善
光
寺
の
本
尊
が
「
三
国
伝
来
の
生
身
如
来
」

と
し
て
都
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
極
楽
へ
の
往
生
を
願
う
浄
土
思

想
の
高
ま
り
が
頂
点
に
達
し
た
＝
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
が
、
鎌
禽
時
代
に
入

る
と
さ
ら
に
こ
の
信
仰
は
全
国
的
に
普
及
し
始
め
る
。
こ
の
契
機
と
な
っ
た
の

は
文
治
三
年
（
＝
八
七
）
に
始
ま
っ
た
、
源
頼
朝
に
よ
る
再
建
事
業
で
あ
り
、

以
後
信
濃
国
の
守
護
北
条
氏
の
保
護
と
崇
敬
を
受
け
、
そ
の
こ
と
が
諸
国
の
地

頭
・
御
家
人
に
も
こ
の
儒
仰
が
広
ま
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

中
世
に
お
い
て
善
光
寺
信
仰
を
受
容
し
た
の
は
武
士
層
が
中
心
で
あ
っ
た
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か

っ
て
よ
い
が
、
実
際
に
信
仰
の
証
し
と
し
て
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
模
刻
像
が
各

地
に
造
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
善
光
寺
の
縁
起
を
唱
導
し
な
が
ら
諸
国
を
遍
歴

し
て
勧
進
活
動
を
し
た
、
「
善
光
寺
聖
」
と
呼
ば
れ
た
半
僧
半
俗
の
宗
教
考
が

媒
介
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
善
光
寺
式
如
来
の
特
徴
は
第
一
に
、
原
則
と
し
て
材
質
が
銅
造
で
あ
る
こ
と
、

　
　
　
い
っ
こ
う
さ
ん
ぞ
ん

第
二
に
一
光
三
尊
、
つ
ま
り
一
つ
の
舟
型
光
背
を
阿
弥
陀
如
来
と
脇
待
の
観
音

・
勢
至
両
菩
薩
の
三
立
像
が
共
有
す
る
姿
を
と
る
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
中
尊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
む
　
い
い
ん

印
相
は
、
右
手
は
胸
前
で
五
指
を
伸
ば
し
た
施
無
畏
印
を
結
ぶ
の
に
対
し
て
、

左
手
は
下
に
垂
ら
し
て
親
指
と
中
指
を
伸
ば
し
た
ま
ま
、
他
の
指
を
命
じ
て
刀

印
を
結
ん
で
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
脇
待
は
宝
冠
を
戴
き
、
印
相
は

左
右
の
掌
を
胸
前
で
上
下
に
重
ね
て
宝
珠
を
包
む
梵
簾
印
を
結
ん
で
お
り
、
一
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冠
し
て
他
の
仏
像
と
区
甥
さ
れ
る
姿
態
を
し
て
い
る
。
東
陽
寺
の
阿
弥
陀
三
尊

像
も
、
光
背
を
亡
失
し
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
以
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
特
徴
を

す
べ
て
具
備
し
て
い
る
。

　
千
葉
県
内
に
は
こ
う
し
た
善
光
寺
式
如
来
が
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
だ
け
で
も
こ
八
件
ほ
ど
あ
る
（
た
だ
し
、
脇
待
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
や
中

尊
が
亡
失
し
た
も
の
も
含
む
）
。
こ
の
数
値
は
埼
玉
県
の
二
九
件
に
次
ぐ
も
の

で
、
そ
の
う
ち
中
世
に
遡
り
う
る
と
み
ら
れ
る
作
例
は
少
な
く
と
も
ニ
エ
件
あ

り
、
善
光
寺
信
仰
が
関
東
武
士
の
問
に
主
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
何
よ
り

も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
中
世
の
作
例
の
う
ち
六
件
に
紀
年
銘
が
あ
る
が
、

東
陽
寺
所
蔵
の
も
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
銘
文
を
有
す
る
も
の

で
最
古
の
遺
例
は
安
房
郡
天
津
小
湊
町
清
澄
寺
の
文
永
三
年
（
＝
一
六
六
）
銘

の
も
の
（
た
だ
し
、
脇
待
の
観
音
像
の
み
）
で
、
香
取
郡
山
田
町
修
徳
院
の
正

応
三
年
（
一
二
九
〇
）
銘
の
も
の
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

善
光
寺
式
如
来
を
所
蔵
す
る
寺
で
「
善
光
寺
」
、
も
し
く
は
「
新
善
光
寺
」
を

寺
号
と
す
る
も
の
に
匝
瑳
郡
光
町
、
長
生
郡
一
筥
町
、
四
街
道
市
、
木
更
津
市
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
取
郡
小
見
川
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銘
）

東陽寺阿弥陀三尊像中尊背部

　　　　　　　　　（筆者撮影

の
五
ケ
寺
が
あ
り
、

こ
の
ほ
か
鴨
川
市

の
西
徳
寺
阿
弥
陀

　
　
　
　
　
あ
ま
づ
ら

堂
も
通
称
「
下
面

善
光
寺
」
で
知
ら

　
ハ
れ
　

れ
る
。

　
次
に
東
陽
寺
所

蔵
の
阿
弥
陀
三
尊

像
の
う
ち
、
中
尊
の
背
部
に
陰
刻
さ
れ
た
銘
文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
造
立
背
景
な
ど
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
銘
文
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
重

　
　
　
佐
是
郡
高
滝
社
下
村

上
総
国

　
　
夷
隅
郡
伊
南
荘
岩
船
山

蔓
口
子
二
年
妊
三
月
七
日

　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
大
檀
那
源
秀
義

　
　
女
大
施
主
車
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
伝
法
印

圏
織
留
院
能
満
寺
開
顕
坊
　
開
眼
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祥
｝
祥
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
窺

　
　
先
考
道
英
先
批
祥
英
　
　
　
祥
三
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
久
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
用

　
ま
ず
、
永
享
…
一
年
は
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
の
こ
と
で
、
室
町
蒔
代
以
降

の
金
石
文
に
は
こ
の
よ
う
な
表
記
の
し
か
た
は
多
い
。
た
だ
し
、
同
年
の
干
支

「
壬
子
」
を
「
壬
午
」
と
す
る
の
は
誤
り
だ
が
、
こ
の
点
の
み
か
ら
偽
銘
と
み

る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
右
の
銘
文
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
の
は
、
岩
船
山
弥
靭

住
芸
能
満
寺
子
顕
坊
の
行
騰
法
印
が
こ
の
仏
像
の
開
眼
供
養
を
勤
め
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
能
満
寺
は
か
つ
て
こ
の
岩
船
の
地
に
あ
り
、
中
世
に
は
数
多
く
の

堂
坊
を
有
し
た
大
寺
院
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
明
治
維
新
の
廃
仏
殿
釈
で
東
陽

寺
に
合
併
さ
れ
た
。
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
が
現
在
東
陽
寺
に
伝
来
し
て
い
る
の

も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
行
伝
法
印
を
除
く
他
の
入
物
名
は
、
こ
の
仏
像
の
造
立
を
発
願
し
、
実
質
的

な
資
金
提
供
者
と
な
っ
た
人
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
応
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
大
檀
那
源
秀
義
、
秀
重
、
お
よ
び
女
大
施
主
祥
秀
の
グ

四
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ル
ー
プ
で
あ
る
。
檀
那
と
施
主
は
ほ
ぼ
同
義
で
、
願
主
あ
る
い
は
檀
越
の
こ
と

と
解
し
て
よ
い
。
い
わ
ぽ
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
。
源
秀
義
と
祥
秀
は
む
ろ
ん
夫
婦

と
み
て
よ
く
、
秀
重
は
そ
の
恩
だ
ろ
う
。
名
前
の
上
に
記
さ
れ
る
「
佐
是
郡
盲
同

量
社
下
村
」
は
源
秀
義
一
族
の
居
住
地
、
つ
ま
り
所
領
で
あ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
疑

い
な
い
。
佐
是
郡
と
い
う
の
は
律
令
制
下
に
は
な
く
、
鎌
倉
期
か
ら
初
見
さ
れ

る
郡
家
で
あ
る
。
海
上
郡
佐
是
郷
を
核
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
中
世
的
な
郡
と

み
ら
れ
、
現
在
の
市
原
市
佐
是
を
中
心
と
す
る
、
養
老
川
中
流
の
西
岸
に
あ
た

る
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
高
滝
社
は
高
滝
郷
内
に
古
く
か
ら
鎮
座
し
、
現
在

も
大
原
市
高
滝
に
あ
る
高
潔
神
社
の
こ
と
だ
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
B
）

賀
茂
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
銘
文
で
は
黒
滝
社
領
の
意
で
用

い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
（
『
沙
石
集
』
に
所
見
さ
れ
る
「
高
滝
」
も
こ
れ
と
同

一
の
実
態
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
）
、
そ
の
う
ち
の
下
村
の
在
地
領
主

（
地
頭
）
が
源
秀
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
他
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ソ

係
史
料
が
な
く
、
出
自
な
ど
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
二
つ
冒
の
グ
ル
ー
プ
が
米
窺
・
阿
久
里
・
性
用
の
三
人
と
、
米
鶴
の
子
供
た

ち
と
思
わ
れ
る
祥
一
か
ら
祥
四
の
四
人
で
あ
る
。
名
前
の
上
に
「
先
考
道
英
先

批
蒸
着
」
と
あ
る
点
か
ら
、
三
人
が
兄
弟
姉
妹
の
関
係
に
あ
り
、
彼
ら
の
亡
き

父
母
で
あ
る
公
署
と
祥
英
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
造

立
を
発
願
し
た
と
い
う
事
情
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
以
上
の

二
つ
の
グ
ル
…
プ
の
人
物
群
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
を
解
く
手

が
か
り
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
下
畑
」
と
「
祥
題
し
と
い
う
、

「
祥
」
の
字
を
共
有
す
る
法
名
の
者
が
双
方
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
法

名
は
館
主
の
法
名
か
ら
一
字
を
も
ら
う
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る

在
家
尼
と
み
て
よ
い
か
ら
、
む
し
ろ
両
者
が
近
親
、
さ
ら
に
憶
測
す
れ
ば
姉
妹

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
は
両
親
を
失
っ
た
、
ま
だ
若
い
三
人
の

兄
弟
姉
妹
が
両
親
の
供
養
の
た
め
に
、
高
歯
祉
領
に
居
住
し
て
い
た
叔
母
（
も

し
く
は
伯
母
）
と
そ
の
配
偶
者
に
資
金
面
で
の
協
力
を
仰
い
で
造
立
を
遂
げ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
善
光
寺
の
縁
起
は
女
人
救
済
を
説
く
と
こ
ろ
が
ら
、
善

光
寺
信
仰
が
女
性
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
う
特
徴
が
、
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
家
父
長
権
が
次
第
に
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
中
世
後
期
の
武
士
社
会
に
お

い
て
も
、
な
お
女
系
を
媒
介
に
し
た
婚
姻
関
係
で
結
ぼ
れ
た
者
同
士
が
結
縁
し

て
い
た
と
い
う
点
で
も
、
重
要
な
事
例
と
書
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仏
像
は
近
世
以
降
、
周
辺
漁
民
に
よ
っ
て
厚
く
信
仰
さ
れ

て
き
た
。
房
総
半
島
に
は
木
更
津
市
の
蓄
光
寺
や
鴨
川
市
の
聖
徳
寺
阿
弥
陀
堂

（
天
面
善
光
寺
）
の
よ
う
に
、
「
霊
仏
海
中
出
現
縁
起
」
を
有
す
る
善
光
寺
式

如
来
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
あ
る
時
期
か
ら
漁
民
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た

こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
千
葉
県
内
に
は
善
光
寺
信
仰
が
内
陸
部
に

も
く
ま
な
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
や
、
信
濃
善
光
寺
と
の
位
置
関
係
な
ど
か
ら

し
て
、
熊
野
信
仰
の
流
布
が
海
上
ル
ー
ト
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
善
光
寺
信
仰

は
基
本
的
に
は
陸
上
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
⑧
　
岩
船
信
仰

　
能
満
寺
に
関
わ
る
信
仰
と
し
て
補
足
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
岩
船
山
」
と

い
う
同
寺
の
山
号
に
も
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
岩
船
信
仰
で
あ
る
。
「
岩
船
」
と

は
、
も
と
も
と
船
型
を
し
た
岩
の
型
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
り
、
大
原

の
そ
れ
は
現
在
も
浦
に
突
き
出
た
岩
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
同
様
の
地
名
は
全
国

五
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各
地
に
あ
り
、
当
初
は
相
互
に
関
係
な
く
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
も
の
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
能
満
寺
に
地
蔵
堂
（
現
在
は
東
陽
寺
の
管
理
）

が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
時
期
か
ら
明
ら
か
に
下
野
国
の
岩
船
地
蔵

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
下
野
・
越
後
の
岩
船
地
蔵
と
共
に

「
天
下
の
三
地
蔵
し
と
す
る
よ
う
な
口
碑
が
伝
わ
る
こ
と
も
、
そ
の
点
を
裏
づ

け
て
い
る
。

　
下
野
国
の
岩
船
地
蔵
と
は
現
在
の
栃
木
県
下
都
賀
郡
岩
舟
町
の
岩
船
山
高
勝

　
　
　
　
　
（
矯
）

寺
の
こ
と
で
あ
る
。
同
寺
の
伽
藍
が
立
地
す
る
山
上
に
船
形
の
岩
の
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
じ
ん

が
地
名
の
由
来
だ
が
、
こ
こ
に
は
生
身
の
地
蔵
菩
薩
が
影
向
し
た
と
の
伝
承

が
あ
り
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
の
『
伯
出
国
大
山
寺
縁
起
』
に
「
下
野
国

岩
舟
」
、
同
じ
く
室
町
期
の
嚇
桂
川
地
蔵
記
』
に
も
「
岩
船
之
地
蔵
寺
」
と
見

え
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
中
央
に
も
聞
え
た
地
蔵
の
霊
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
下

野
高
勝
寺
を
拠
点
と
す
る
岩
船
信
仰
が
周
辺
各
地
に
流
行
仏
と
し
て
普
及
す
る

の
は
、
一
般
的
に
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
江
戸
や
武

蔵
岩
槻
（
現
埼
玉
県
）
、
ま
た
本
県
関
係
で
は
下
総
国
海
上
郡
三
宅
村
（
現
銚

子
市
内
）
な
ど
で
、
繊
開
帳
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
原

の
岩
船
地
蔵
堂
に
安
置
さ
れ
る
地
蔵
菩
薩
像
は
像
高
三
〇
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
余

り
の
小
型
の
像
だ
が
、
室
町
時
代
の
様
式
を
有
す
る
も
の
で
、
こ
れ
が
当
初
か

ら
の
本
尊
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
下
野
の
岩
船
信
仰
と
の
結
び

つ
き
は
、
す
で
に
室
町
時
代
に
生
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
地
蔵
堂
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ

の
蒔
に
作
成
さ
れ
た
縁
起
に
は
、
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
は
後
宇
多
天
皇
の
暁
代
に

東
国
の
衆
生
済
度
の
た
め
、
七
十
五
座
の
神
々
と
共
に
こ
の
岩
船
浦
に
出
現
し
、

多
く
の
奇
瑞
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
大
原

の
寺
社
の
中
に
は
、
大
聖
寺
不
動
堂
の
不
動
明
王
像
が
「
波
切
り
不
動
篇
と
呼

ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漁
業
関
係
者
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
反
映

す
る
、
一
種
の
「
霊
仏
海
中
出
現
縁
起
」
を
説
く
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
岩
船

地
蔵
も
そ
の
典
型
的
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。

二
、
大
原
の
主
要
な
三
世
文
化
財

　
大
原
町
に
は
中
世
の
多
く
の
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
寺
社

関
係
の
遺
品
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
化
財
の
ほ
と
ん
ど
は
芸
術
作
品

と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
、
当
時
の
美
意
識
や
造
形
表
現
が
そ
こ
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
わ
け
だ
が
、
一
方
で
中
世
の
大
原
に
暮
ら
し
た
人
々
の
精
神
生
活
の
実
態

を
さ
ぐ
る
上
で
の
資
料
と
も
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
の
主
要
な

も
の
を
、
建
築
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
品
、
お
よ
び
そ
の
他
に
分
類
し
て
概
観

し
た
い
。

　
　
　
ω
建
築

　
建
築
で
は
、
町
内
唯
一
の
古
建
築
で
あ
る
天
台
宗
大
聖
寺
（
大
原
字
根
方
）

の
不
動
堂
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寺
伝
で
は
岬
町
の
清
水
寺
観
音
堂
を
移
築
し
た
と

伝
え
て
お
り
、
建
立
年
代
は
詳
か
で
な
い
が
、
様
式
等
か
ら
し
て
室
町
時
代
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
か
ら
ど

み
ら
れ
る
。
正
薗
・
側
面
と
も
に
三
問
で
、
正
面
中
央
に
は
桟
唐
戸
を
備
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
ら
　
ど

両
脇
お
よ
び
両
側
面
は
舞
良
戸
と
板
壁
を
用
い
て
い
る
。
屋
根
は
茅
葺
の
宝
形

　
　
　
　
　
　
し
げ
た
る
き
　
　
　
で
ぐ
み
と
き
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
つ
か

造
り
、
軒
は
二
重
繁
垂
木
、
出
組
斗
棋
を
組
み
、
中
備
に
和
様
の
蓑
束
を
配
し

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
う
て
ん
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
し
ょ
う
や
　
ね
う
ら
て
ん
じ
ょ
う

て
い
る
。
内
陣
天
井
は
格
天
井
で
、
周
囲
を
化
粧
屋
根
裏
天
井
と
す
る
。
全

体
的
に
禅
宗
様
を
基
調
と
し
、
細
部
に
和
様
を
取
り
入
れ
た
折
衷
様
と
言
え
よ

　
　
ず
　
し

う
。
厨
子
も
室
町
後
期
の
も
の
で
、
合
せ
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

雲
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ω
　
絵
画

　
絵
画
で
は
、
こ
れ
ま
た
全
国
的
に
も
注
目
さ
れ
る
優
品
で
あ
る
紙
本
織
色
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

鷺
聖
人
絵
伝
四
巻
が
、
浄
土
真
宗
の
照
願
寺
（
大
原
字
根
方
）
に
所
蔵
さ
れ
る
。

鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
流
行
し
た
祖
師
伝
絵
の
一
種
で
あ
る
。
縦

は
各
巻
と
も
四
一
∴
ニ
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
、
横
は
一
一
・
七
六
～
一
四
・
七
八

メ
ー
ト
ル
。
各
巻
の
題
箋
に
「
本
願
寺
親
藩
聖
人
伝
絵
」
と
あ
り
、
ま
た
各
巻

奥
書
に
は
「
永
仁
第
三
暦
」
に
「
覚
如
」
が
執
筆
し
た
旨
と
、
さ
ら
に
「
康
永

三
年
聯
翌
冬
朔
日
外
題
書
之
　
釈
一
如
砒
＋
」
と
の
署
名
が
あ
る
。
一
如
（
こ

れ
は
号
で
、
譲
は
宗
昭
。
　
＝
一
七
〇
～
一
三
五
一
）
は
曲
目
の
末
娘
の
覚
信
尼

の
孫
に
あ
た
り
、
本
願
寺
の
創
建
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
法
然
の
教
え
の
正
統

的
な
継
承
者
と
し
て
の
親
潮
の
高
揚
に
つ
と
め
た
人
で
、
永
仁
三
年
（
一
二
九

五
）
以
来
何
点
も
の
親
鷺
の
伝
絵
を
編
述
し
、
現
存
す
る
自
筆
本
と
さ
れ
る
も

の
の
中
に
、
内
容
を
異
に
す
る
伝
絵
三
種
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
到
達

点
と
言
わ
れ
る
の
が
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
に
完
成
し
、
絵
を
儒
濃
康
楽
寺

の
円
寂
・
宗
舜
が
担
当
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
京
都
東
本
願
寺
所
蔵
の
『
本
願

寺
聖
人
伝
絵
』
で
あ
る
。
本
作
品
も
こ
の
康
永
本
の
系
統
に
属
す
る
が
、
東
本

願
寺
本
で
は
署
名
を
「
宗
昭
」
と
す
る
の
に
、
こ
れ
は
「
覚
如
」
と
し
て
い
る

点
で
、
詞
書
・
奥
書
を
覚
如
の
自
筆
・
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
ぱ
疑
問
も
残
る
。

し
か
し
、
東
團
に
残
る
模
本
の
中
で
は
製
作
が
古
い
上
に
、
色
彩
が
鮮
や
か
で

人
物
も
生
々
と
描
か
れ
た
秀
作
と
い
う
点
で
重
要
な
遺
品
で
あ
る
。
国
指
定
重

要
文
化
財
。

　
　
　
㈹
　
彫
刻

　
次
に
彫
刻
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
遺
例
が
豊
富
な
の
で
、
お
お
む
ね
時
代

順
に
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
。

伝釈迦如来立

（筆者撮影）

三
栖

｝
体
、
②
滝
口
神
社
（
深
堀
皇
神
田
野
）
の
木
造
神
将
立
像
一
体
、

（
釈
迦
谷
字
下
清
水
）
の
石
造
伝
釈
迦
如
来
立
像
一
体
を
挙
げ
う
る
。

ず
れ
も
檜
の
一
体
造
で
、
部
分
的
に
蝦
蟹
も
あ
る
が
、
千
葉
県
下
で
も
優
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
か
や
つ

胸
像
の
｝
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
③
で
、
釈
迦
谷
区
の
通
称
薬
師

堂
と
呼
ば
れ
る
山
裾
の
自
然
石
に
浮
彫
り
さ
れ
た
、
像
高
一
七
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
い
わ
ゆ
る
磨
崖
仏
で
あ
る
。
現
在
は
「
説
法
の
釈
迦
像
」
と
伝
承

さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
石
の
つ
く
る
洞
内
に
は
木
造
指
導
大
王
像
と
十
二
神
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ソ

立
像
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
村
国
香
の
『
房
総
志
瓦
斯
に
「
石
薬
師
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
薬
師
如
来
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
時

期
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
同
書
に
よ
れ
ぽ
、
当
時
こ
の
地
に
は
、
別
に
釈
迦
谷
寺

が
あ
っ
て
釈
迦
如
来
像
を
安
置
し
て
い
た
と
あ
る
の
で
、
同
車
の
廃
絶
後
に
地

名
か
ら
混
同
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
的
に
か
な
り
磨
滅
が

進
ん
で
お
り
、
当
初
の
印
相
な
ど
が
判
定
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
が
革
ま
れ

る
。
関
東
地
方
で
は
、
同
時
期
の
も
の
と
し
て
他
に
栃
木
県
宇
都
宮
市
の
大
谷

寺
の
磨
崖
仏
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
貴
重
な
作
例
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
の
作
品
で
は
④
長
福
寺
（
下
布
施
字
七
々
松
）
の
木
造
薬
師
如
来

　
ま
ず
平
安
後
期

ま
で
遡
り
う
る
作

品
と
し
て
は
、
①

善
応
寺
（
高
谷
字

上
大
幕
）
の
木
造

千
手
観
音
立
像
お

よ
び
不
動
明
王
・

毘
沙
門
天
立
像
各

　
　
　
③
薬
師
堂

　
　
　
　
①
は
い

宅
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坐
像
一
体
、
⑤
天
照
神
社
（
山
田
字
画
宮
田
）
の
木
造
神
像
三
体
、
⑥
幽
光
寺

（
長
志
字
溝
光
寺
）
の
木
造
不
動
明
王
立
像
一
体
、
⑦
大
日
堂
（
山
田
字
大
門

台
）
の
鉄
造
伝
大
日
如
来
仏
頭
一
体
な
ど
が
あ
る
。
④
は
膝
裏
に
建
長
二
年

（
＝
一
五
〇
）
、
胎
内
に
宛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
修
理
銘
が
あ
る
が
、

力
強
い
体
部
の
表
現
な
ど
か
ら
、
鎌
倉
初
期
を
下
ら
な
い
時
期
の
製
作
と
推
定

さ
れ
、
千
葉
県
内
で
も
指
折
の
秀
作
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
保
存
も
良
く
、
肉

讐
を
除
く
全
身
に
漆
箔
が
残
る
。
像
高
一
〇
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
渠
指
定
有

形
文
化
財
で
あ
る
。

　
⑦
は
鉄
造
仏
と
し
て
極
め
て
注
目
さ
れ
る
作
言
な
の
で
、
以
下
に
詳
し
く
述

　
（
1
9
）

べ
る
。
こ
れ
は
頸
部
三
道
よ
り
上
部
が
残
っ
た
も
の
で
、
頭
頂
も
欠
く
が
、
こ

れ
だ
け
で
も
高
さ
は
　
＝
ニ
セ
ン
チ
旨
旨
ト
ル
も
あ
る
か
ら
、
本
体
は
丈
六
の

巨
像
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
尊
号
は
伝
承
で
は
菩
薩
像
と
も
す
る
が
、
安

置
す
る
御
堂
が
「
大
日
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
も
と
も
と
大
臼
如
来
像

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
『
房
総
志
料
』
に
よ
れ
ば
、

中
世
に
は
こ
の
地
に
大
覚
寺
と
い
う
寺
院
が
あ
っ
た
と
い
い
、
「
大
門
台
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
地
名
も
か
つ

誌面翻㌔煽藩

大日堂　鉄造大日如来仏頭

　　　　　（筆者撮影）

て
の
大
寺
の
名
残

り
を
と
ど
め
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

技
術
的
に
み
る
と
、

本
土
に
は
鉄
仏
に

あ
り
が
ち
な
型
く

ず
れ
が
な
く
、
内

側
ま
で
き
れ
い
に

鋳
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
膚
も
な
め
ら
か
で
気
品
が
あ
る
。
堂
の
周
辺
か
ら
鉱
津

　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
い
ざ
か

が
出
土
し
、
近
く
に
「
金
鋳
坂
」
の
地
字
が
残
る
点
か
ら
、
現
地
で
鋳
造
さ
れ

た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
く
、
当
地
の
鋳
物
師
の
優
れ
た
技
法
が
う
か
が
わ
れ
よ

う
。
鉄
仏
は
わ
が
国
で
は
主
と
し
て
鎌
倉
霊
代
に
流
行
し
た
も
の
だ
が
、
本
像

も
こ
の
時
期
の
作
例
と
み
て
よ
い
。
鉄
は
そ
の
素
朴
さ
ゆ
え
に
坂
東
武
士
の
好

み
に
合
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
、
残
存
例
も
関
東
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
集
中

し
て
い
る
が
、
千
葉
県
下
で
は
他
に
木
更
津
市
善
雄
寺
の
慶
長
十
七
年
（
一
六

＝
一
）
銘
を
有
す
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
ぐ
ら
い
し
か
な
く
、
貴
重
な
遺
品
で
あ

る
。
な
お
、
本
像
の
よ
う
に
頭
部
の
み
が
残
存
し
た
昏
々
と
し
て
は
、
東
京
都

中
央
区
日
本
橋
人
形
町
の
大
観
音
寺
所
蔵
の
も
の
（
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
の
境
内

か
ら
出
土
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
）
が
知
ら
れ
る
。
県
指
定
有
形
文
化
財
。

　
南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
の
作
品
と
し
て
は
、
⑧
星
応
寺
（
山
田
字
桜
井

内
）
の
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
一
体
、
⑨
東
陽
寺
（
岩
船
字
書
の
谷
）
の
銅
造

阿
弥
陀
三
尊
立
像
三
体
、
⑩
同
寺
地
蔵
堂
（
岩
船
泉
南
台
）
の
木
造
地
蔵
菩
薩

坐
像
一
体
、
⑪
長
福
寺
（
下
布
施
字
七
々
松
）
の
木
造
不
動
明
王
お
よ
び
毘
沙

門
天
立
像
工
体
、
な
ど
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
⑧
は
山
田
字
大
沢
に
あ
っ
た

天
台
宗
西
徳
寺
（
廃
寺
）
の
阿
弥
陀
堂
か
ら
移
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
像
高

四
三
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
難
だ
が
、
衣
紋
は
流
麗
で
全
体
的
に
調
和
の
と
れ

た
作
例
で
あ
る
。
心
柱
に
文
化
八
年
（
一
八
二
五
）
彫
刻
師
総
懸
に
よ
る
修
理

銘
が
あ
る
。
⑨
は
前
に
も
取
り
上
げ
た
善
光
寺
式
如
来
で
あ
る
。
像
高
は
中
尊

が
四
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
両
脇
待
が
二
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
全
体
が

ず
ん
ぐ
り
し
た
姿
態
で
、
必
ら
ず
し
も
秀
作
と
は
言
い
が
た
い
が
、
三
尊
が
揃

い
、
し
か
も
各
尊
に
刻
銘
が
あ
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
⑩
も
先
に
岩
船
欝
欝
の

と
こ
ろ
で
触
れ
た
。
端
正
な
作
風
で
、
柔
和
な
顔
付
き
に
蒔
代
の
特
徴
が
出
て

／、
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い
る
。
⑪
は
④
の
両
脇
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
像
高
は
不
動
明
王
が
｝
0
0
セ

ン
チ
メ
…
ト
ル
、
毘
沙
門
天
が
一
〇
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
両
像
と
も
檜
の

寄
木
造
り
。
彫
り
が
深
く
、
写
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
働
　
工
芸
品

　
工
芸
品
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
、
個
人
蔵
（
大
原
字
内
苗
代
、
青
柳
正
男

氏
）
の
金
銅
不
動
明
王
懸
仏
一
面
と
、
千
光
寺
（
長
志
字
算
額
寺
）
の
金
銅
鰐

口
一
賑
が
あ
る
。
前
者
の
懸
仏
は
周
麟
に
．
覆
輪
を
め
ぐ
ら
し
、
上
部
に
ニ
ケ
所

の
環
を
設
け
た
銅
板
製
の
鏡
板
に
鋳
銅
不
動
明
王
坐
像
を
取
り
付
け
た
も
の
。

簡
素
な
つ
く
り
で
、
室
町
時
代
の
作
例
と
思
わ
れ
る
。
鏡
板
の
直
径
は
二
八
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
不
動
明
王
の
頭
高
は
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
伝
来
に

つ
い
て
ぱ
不
明
。
後
者
の
鍔
環
は
直
径
＝
ハ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
四
・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
も
の
で
、
表
面
に
「
天
文
十
四
年
六
月
十
六
日

上
総
国
伊
南
庄
千
光
寺
」
の
陰
刻
銘
が
あ
る
。
町
内
に
残
る
鰐
口
で
は
最
古
の

遺
例
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
そ
の
他

　
そ
の
他
と
し
て
は
、
下
布
施
字
布
施
塚
に
あ
る
通
称
「
布
施
塚
の
石
塔
」
一

基
を
ま
ず
挙
げ
う
る
。
全
高
は
八
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
九
ニ
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

ル
平
方
、
高
さ
二
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
台
座
の
上
に
、
六
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
平
方
、
高
さ
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
下
身
が
あ
り
、
そ
の
上
に
宝
形
造
り

の
屋
根
を
載
せ
た
珍
し
い
形
態
の
三
層
塔
で
あ
る
。
地
元
で
は
平
広
戸
の
供
養

塔
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
塔
身
と
屋
根
の
中
心
に
舎
利
筒
を
納
め
た
と
思
わ

れ
る
穴
が
彫
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
一
種
の
舎
利
塔
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
石
材
は
伊
豆
小
松
石
。
塔
身
部
の
格
狭
間
文
様
に
よ
っ
て
鎌
倉
期

に
遡
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
、
町
内
に
多
数
残
る
石
造
遺
物
の
中
で
は

最
古
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
町
指
定
史
跡
。

　
善
応
寺
（
高
谷
字
上
大
練
）
に
は
、
表
と
裏
に
菩
薩
像
が
写
実
的
に
線
刻
さ

れ
た
珍
し
い
版
木
が
二
点
残
る
。
樟
材
で
、
縦
は
双
方
と
も
九
八
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
は
一
点
が
三
一
・
六
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
、
も
う
一
点
は
三
五
・
八
セ

ン
チ
メ
…
ト
ル
で
、
室
町
時
代
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
印
刷
さ
れ
た
お
札
は
、
護
符
と
し
て
配
布
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
当
時
の

一
般
民
衆
へ
の
教
化
の
実
態
を
う
か
が
う
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
ま
た
印

刷
技
術
の
未
熟
な
時
代
の
遺
品
で
あ
る
点
で
も
、
貴
重
な
文
化
財
と
雷
え
よ
う
。

　
以
上
、
町
内
に
残
さ
れ
た
宗
教
文
化
財
の
主
要
な
も
の
を
見
て
き
た
が
、
そ

れ
ら
の
三
体
的
な
特
徴
を
一
言
で
雷
う
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
要
素
が

う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
彫
塑
を
例
に
と
る
と
、
豊
富
な
種

類
の
尊
像
が
伝
来
し
て
い
る
点
に
も
看
取
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
木
造
を
主
体

と
し
つ
つ
も
鉄
造
、
銅
造
、
石
造
（
磨
崖
仏
）
の
も
の
も
あ
る
と
い
う
、
中
世

に
用
い
ら
れ
た
素
材
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
る
点
に
顕
著
に
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
申
世
大
原
の
文
化
受
容
の
特
性
を
物
語
る
事
例
で
も
あ

り
、
大
原
の
地
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
集
ま
る
半
島
の
「
袋
小
路
」
的
な
場

所
に
位
置
す
る
一
方
で
、
海
に
面
し
て
海
上
ル
ー
ト
に
よ
る
交
流
も
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
、
立
地
条
件
の
上
で
の
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）
　
全
国
神
社
名
鑑
刊
行
会
・
史
学
セ
ン
タ
ー
刊
行
、
一
九
七
七
年

（
2
）
　
『
神
仏
御
札
之
写
』
に
つ
い
て
は
、
大
原
町
史
編
さ
ん
委
員
会
専
門
委
員
の

ソL
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田
中
寿
朗
氏
よ
り
複
写
の
提
供
を
受
け
た
。

（
3
）
　
湘
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
五
月
杜
七
日
条

（
4
）
　
和
光
ノ
方
便
雨
戸
リ
テ
妄
念
ヲ
止
事

（
5
）
　
N
吾
妻
鏡
臨
文
治
二
年
三
月
十
二
日
条

（
6
）
　
養
和
元
年
十
二
月
八
日
後
白
河
院
隷
下
文
案
（
励
平
安
遺
文
輪
四
〇
；
一
号
）

（
7
）
　
永
仁
三
年
八
月
日
上
総
（
p
）
碧
海
荘
米
配
分
状
（
欄
鎌
倉
遺
文
』
】
八
八

　
　
九
八
号
）

（
8
）
　
小
笠
原
長
和
「
中
世
の
東
京
湾
－
房
総
と
武
相
と
の
関
係
…
」
（
『
史
観
』
四

　
　
七
、
一
九
五
六
年
）
、
浜
名
敏
夫
「
中
世
江
戸
湾
の
海
上
交
通
」
（
『
千
葉
史
学
』

　
　
｝
九
、
一
九
九
一
年
）
、
永
原
慶
二
「
熊
野
・
伊
勢
商
人
と
中
世
の
東
国
」
（
恥

　
　
矯
難
潔
零
雨
論
）
編
．
鰍
離
讐
監
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
、
一
九
九

　
　
「
年
）

（
9
）
　
以
下
、
信
濃
善
光
寺
お
よ
び
善
光
寺
信
仰
｝
般
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
善
光
寺

　
　
創
建
と
善
光
寺
信
仰
の
発
展
」
（
伊
藤
延
男
億
編
『
善
光
寺
　
心
と
か
た
ち
』

　
　
藤
収
、
】
九
九
一
年
）
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
田
長
野
県
史
　
逓
史
編
』
第
二
巻
申
世
一
（
一
九
八
六
年
）
所
収
の
「
善
光

　
　
法
式
三
尊
像
一
覧
」
や
、
西
川
新
次
・
関
根
俊
｝
「
善
光
寺
三
尊
像
の
形
式
を

　
　
巡
っ
て
1
千
葉
県
下
の
遺
晶
を
中
心
に
一
」
（
『
三
浦
市
文
化
』
三
二
、
一
九
八

　
　
二
年
）
な
ど
に
依
拠
し
た
。

（
1
1
）
　
房
総
地
方
の
善
光
寺
儒
仰
に
つ
い
て
は
、
五
来
重
博
善
光
寺
ま
い
り
』
（
一

　
　
九
八
八
）
二
九
八
頁
以
下
で
若
干
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
1
0
）
の
西
川
・
関
根
両
氏
論
文
付
載
の
「
千

　
　
葉
県
善
光
寺
三
尊
銘
記
集
」
と
典
拠
と
し
た
。

（
1
3
）
　
以
上
の
佐
是
郡
お
よ
び
難
平
社
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
嚇
角
川
日
本
地
名
大

　
　
辞
典
1
2
千
葉
県
」
（
一
九
八
四
年
）
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
1
4
）
　
な
お
、
源
姓
で
「
秀
」
を
通
字
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
南
北
朝
期
に
千

　
　
葉
氏
と
交
亙
に
上
総
国
守
護
を
勤
め
、
伊
北
荘
の
地
頭
職
に
も
補
任
さ
れ
た
こ

　
　
と
の
あ
る
、
近
江
佐
々
木
氏
の
流
れ
を
引
く
者
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
な
お
確

　
　
証
に
欠
け
、
し
ぼ
ら
く
は
結
論
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。

（
1
5
）
　
下
野
岩
船
地
蔵
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
都
丸
十
九
一
「
『
岩
舟
地
蔵
念
仏
』

　
　
に
つ
い
て
」
（
『
群
馬
県
史
研
究
』
三
一
、
一
九
九
〇
年
）
、
渡
浩
一
「
生
身
の

　
　
地
蔵
－
囎
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
一
偏
（
珊
月
刊
酉
科
』
一
蓋
六
、
一
九
八
四
年
）

　
　
な
ど
が
あ
る
。

（
1
6
）
　
以
下
の
叙
述
は
、
基
本
的
に
は
】
九
九
一
年
二
月
十
八
、
十
九
澗
日
に
実
施

　
　
し
た
現
地
見
学
の
成
果
に
よ
る
も
の
だ
が
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
『
千
葉
県
文

　
　
化
財
総
覧
臨
（
一
九
六
九
年
）
や
夷
隅
郡
教
育
委
員
会
欄
大
原
町
の
文
化
財
』

　
　
（
一
九
八
六
年
）
に
も
大
幅
に
依
拠
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
そ
の
他
、

　
　
と
く
に
参
照
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
注
を
付
し
た
。

（
1
7
）
　
本
作
品
に
つ
い
て
は
、
秘
解
説
版
　
新
指
定
重
要
文
化
財
』
1
絵
画
－
臨
（
｝

　
　
九
八
0
年
）
、
織
田
顕
信
「
十
四
段
本
『
善
信
上
人
親
鷺
当
絵
の
成
立
i
新
出

　
　
『
御
伝
紗
騙
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
同
朋
仏
教
』
二
〇
・
一
一
一
、
一
九
八
六
年
）

　
　
な
ど
か
ら
も
示
唆
を
得
た
。

（
1
8
）
　
　
㎎
改
訂
…
】
房
総
叢
壼
岬
第
六
巻
所
舳
朕
。

（
1
9
）
　
立
仏
一
般
に
つ
い
て
は
倉
田
一
郎
『
鉄
仏
の
旅
』
（
一
九
七
八
年
）
が
参
考

　
　
に
な
り
、
本
作
品
に
つ
い
て
も
比
較
的
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

〈
付
記
〉

　
本
稿
は
臓
大
原
町
史
』
（
通
史
編
）
の
編
さ
ん
に
当
っ
て
、
編
さ
ん
委
員
会
専
門

委
員
の
田
中
寿
郎
氏
よ
り
、
「
中
世
の
文
化
」
に
つ
い
て
担
当
す
る
よ
う
に
私
的
に

委
嘱
さ
れ
て
執
筆
し
た
も
の
だ
が
、
一
九
九
三
年
二
月
の
最
終
し
め
き
り
日
に
間
に

合
わ
ず
、
掲
載
が
見
送
ら
れ
た
た
め
、
急
激
本
誌
に
寄
稿
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

「
は
し
が
き
」
と
「
注
」
は
本
誌
に
寄
稿
す
る
際
に
新
た
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
～
九
九
三
年
四
月
三
〇
麟
　
受
理
）
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