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映
画
に
出
た
庚
申
供
養
塔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
子 
栄
司 

  

鶴
岡
八
幡
宮
の
参
道
、
若
宮
大
路
を
北
に
延
長
し
、

山
を
越
え
る
と
称
名
寺
に
当
た
る
。
源
頼
朝
が
征
夷
大

将
軍
に
な
っ
た
年
に
開
い
た
密
教
系
の
寺
で
、
頼
朝
も

信
仰
し
て
い
た
名
刹
。
元
禄
時
代
、
芝
増
上
寺
の
大
僧

正
が
浄
土
宗
に
改
め
今
の
称
名
寺
と
し
た
。
こ
の
寺
の

境
内
を
源
に
大
船
駅
の
ホ
ー
ム
の
辺
り
で
柏
尾
川
に

入
る
砂
押
川
が
あ
る
。
南
北
の
丘
陵
に
挟
ま
れ
西
流
す

る
砂
押
川
を
挟
む
よ
う
に
今
泉
、
岩
瀬
の
家
並
み
が
続

く
。 

 

岩
瀬
の
ほ
ぼ
中
央
に
Ｓ
と
い
う
寺
が
あ
る
。
寺
に
は

近
隣
地
域
に
は
な
い
珍
し
い
石
仏
が
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
と
は
別
に
庚
申
供
養
塔
（
以
下
供
養
塔
）
に
刻
ま
れ

た
道
し
る
べ
の
文
字
と
内
容
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。 

       

角
柱
型
で
頂
部
が
角
錐
に
な
っ
て
い
る
。
山
状
・
兜

巾
・
角
柱
錐
型
な
ど
と
も
い
う
形
の
供
養
塔
で
両
側
面

に
道
し
る
べ
が
刻
ん
で
あ
る
。 

案
内
頂
い
た
住
職
は
「
右
し
ろ
坂
」
と
読
む
本
が
あ

る
が
「
た
し
ろ
坂
」
だ
と
教
え
て
く
れ
る
。
大
山
道
と 

             

小
田
原
厚
木
道
路
（
以
下
小
田
厚
）
と
交
わ
る
辺
り
に

あ
っ
た
も
の
で
、
訪
ね
た
ら
そ
の
場
所
に
は
新
し
い
塔

が
建
っ
て
い
た
と
説
明
し
て
く
れ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
い
る
。
聞
き
間
違
え
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
写
真

１
の
左
か
ら
二
番
目
が
そ
の
供
養
塔
で
、
見
て
の
通
り

右
側
面
は
読
み
に
く
い
し
写
真
に
も
写
し
に
く
い
。

「
右
し
ろ
坂
」
あ
る
い
は
「
た
し
ろ
坂
」
の
部
分
が
写

真
２
で
あ
る
。「
右
い
し
な
坂
」
と
読
め
る
。「
坂
」
字

下
半
部
は
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
が
読
め
る
。
「
な
」

は
変
体
仮
名
「
奈
・
勅
」
で
あ
る
。
他
資
料
も
参
考
に

し
た
銘
文
が
下
記
（
次
頁
）
で
あ
る
。
正
面
、
庚
申
供

養
塔
と
彫
っ
た
上
方
に
左
右
二
文
字
あ
る
が
読
め
て

い
な
い
。 

            

 
石 
仏 

調 

査 

ニ 

ュ 

ー 

ス 
ち
が
さ
き
の
石
仏 
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正
面 

庚
申
供
養
塔 

 
 
 
 
 
 
 

背
面 

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
月
吉
日 

 
 
 
 
 
 
 

右
側
面 

右
＊
＊
＊
＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
あ
つ
ぎ 

 
 
 
 
 
 
 

左
側
面 

藤
沢
道 

  
 

 
 

 
 

庚
申
供
養
塔 

 

『
鎌
倉
古
道
と
庚
申
塔
』
や
『
鎌
倉
の
庚
申
塔
・
堀

孝
彦
』
二
資
料
と
も
「
右
し
ろ
坂
」
と
記
録
し
て
い
る
。

鎌
倉
シ
ニ
ア
ネ
ッ
ト
「
鎌
倉
の
庚
申
塔
の
調
査
報
告 

二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
四
」
に
は
、
や
や
右
側
か
ら
撮
っ

た
写
真
（
写
真
２
と
酷
似
）
と
以
下
の
記
述
が
載
っ
て

い
る
。 

 

『
正
面
に
「
庚
申
供
養
塔
」
と
刻
む 

 
 

裏
に
「
寛
政
十
二
年
」
（
一
八
〇
〇
）
と
あ
り
ま

す 

● 

も
と
は
東
海
道
に
あ
っ
た
も
の
を
、
松
竹
が

セ
ッ
ト
（
松
竹
大
船
撮
影
所
が
ロ
ケ
セ
ッ
ト
）

に
使
い
元
に
も
ど
さ
ず
、
こ
ち
ら
に
持
ち
込

ん
だ
も
の
と
記
録
に
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、

左
側
に
「
右
し
ろ
坂 

左
あ
つ
ぎ
」
右
側
に

「
藤
沢
道
」
と
彫
っ
て
あ
る
そ
う
で
す
』 

＊ 

ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
部
分
は
住
職
か
ら
お
聞

き
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
左

右
は
実
物
と
逆
に
な
っ
て
い
る
。 

鎌
倉
の
三
資
料
は
揃
っ
て
「
右
し
ろ
坂
」
で
あ
る
が
、

写
真
２
で
確
認
す
る
と
「
右
い
し
な
坂
」
と
読
め
る
。 

供
養
塔
に
向
っ
て
、
「
左
…
藤
沢
」
右
方
に
「
左
あ

つ
ぎ
、
右
い
し
な
坂
」
と
な
る
供
養
塔
正
面
の
向
き
は

北
も
し
く
は
北
東
で
あ
る
。 

鎌
倉
シ
ニ
ア
ネ
ッ
ト
の
記
述
「
も
と
東
海
道
に･

･･

」

に
あ
て
は
ま
る
「
い
し
な
坂
」
は
、
藤
沢
市
本
藤
沢
二

丁
目
に
あ
る
。『
藤
沢
の
地
名
』
に
よ
れ
ば
「
石
名
坂
」

は
小
字
で
坂
の
名
前
で
も
あ
っ
た
。
元
東
海
道
の
一
中

入
口
交
差
点
付
近
（
車
田
付
近
）
に
は
三
つ
の
地
名
に

符
合
す
る
石
名
坂
・
厚
木
道
・
藤
沢
へ
の
辻
が
あ
る
。

こ
こ
が
供
養
塔
の
元
の
場
所
と
し
て
有
力
な
の
で
あ

る
が
疑
問
も
残
る
。
藤
沢
宿
の
京
見
付
か
ら
僅
か
六
〇

〇
メ
ー
ト
ル
西
方
の
こ
の
地
点
で
東
海
道
を
藤
沢
道

と
表
示
す
る
不
自
然
さ
で
あ
る
。
北
の
方
か
ら
車
田
辺

り
で
東
海
道
へ
出
て
直
進
す
る
道
は
引
地
川
左
岸
沿

い
の
江
の
島
へ
の
近
道
で
あ
る
。
東
海
道
を
江
戸
に
向

っ
て
き
た
旅
人
は
こ
の
道
を
使
っ
た
。
元
禄
三
年
（
一

六
九
〇
）
の
東
海
道
分
間
絵
図
に
「
江
の
嶋
道
一
り
九

丁
」
と
出
て
い
る
。
江
の
島
道
に
触
れ
て
い
な
い
の
も

納
得
で
き
な
い
。 

も
う
一
つ
、
石
名
坂
・
厚
木
道
・
藤
沢
道
に
つ
な
が

る
場
所
が
あ
る
。
海
老
名
市
上
今
泉
と
座
間
市
入
谷
の

境
に
あ
る
「
石
名
坂
（
お
し
な
坂
）
」
で
あ
る
。
座
間

市
域
に
は
府
中
・
藤
沢
・
八
王
子
・
江
戸
・
辰
・
鶴
間
・

巡
礼
・
星
の
谷
・
大
山
な
ど
と
呼
ば
れ
る
街
道
が
市
域

を
横
断
し
交
差
し
て
い
る
。 

座
間
市
星
谷
観
音
を
背
に
南
下
、
海
老
名
市
境
の
十

字
路
を
右
折
す
る
と
石
名
坂
（
お
し
な
坂
）
。
直
進
す

る
道
は
藤
沢
街
道
と
も
い
い
現
在
の
Ｒ
４
０
７
（
相
模

原
茅
ケ
崎
線
）
で
あ
る
。
道
標
の
表
示
と
異
な
る
と
こ

ろ
は
、
藤
沢
道
は
直
進
、
石
名
坂
（
お
し
な
坂
）
を
下

り
き
っ
て
右
方
の
道
が
八
王
子
街
道
に
合
流
し
て
厚

木
方
面
へ
通
じ
る
の
で
あ
る
。
漢
字
表
記
は
「
石
名
」

だ
が
読
み
は
「
お
し
な
」
で
、
そ
の
名
の
由
来
は
、
相

模
川
の
治
水
工
事
に
こ
の
場
所
の
土
砂
を
採
取
し
た

と
き
人
柱
に
な
っ
た
村
娘
「
お
し
な
・
お
品
」
ら
し
い

（
ま
っ
た
く
逆
に
「
石
名
」
か
ら
「
お
し
な
」
に
転
化

し
た
と
の
説
も
あ
る
）
。
（
座
間
市
教
育
委
員
会
発
行

『
座
間
の
地
名
』
）
。 

道
標
が
示
す
方
向
と
道
の
造
り
が
こ
と
な
り
東
海

道
で
も
な
い
の
で
対
象
か
ら
除
い
て
よ
い
の
だ
が
一

応
候
補
と
し
て
残
し
て
置
く
。 

 

住
職
が
教
え
て
く
れ
た
「
た
し
ろ
」
に
つ
な
が
る
大

山
道
と
小
田
厚
が
交
わ
る
辺
り
を
検
証
し
て
み
る
。
横

浜
方
面
か
ら
の
大
山
道
に
は
柏
尾
通
り
大
山
道
と
四

ツ
谷
通
り
大
山
道
が
あ
る
。
藤
沢
に
通
じ
る
道
は
四
ツ
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谷
通
り
で
あ
る
が
小
田
厚
と
交
差
す
る
辺
り
に
「
た
し

ろ
」
に
該
当
す
る
地
名
が
見
当
た
ら
な
い
。 

「
た
し
ろ
」
を
「
い
し
な
」
と
読
み
替
え
る
と
似
た

地
名
は
「
い
し
だ
」
で
愛
甲
石
田
が
考
え
ら
れ
る
。「
い

し
だ
」
と
「
い
し
な
」
、「
な
」
と
「
た
」
の
変
体
仮
名

で
形
の
似
た
文
字
は
「
勅
」
と
「
多
・
朝
」
で
あ
る
が
、

写
真
２
の
文
字
は
「
朝
」
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。 

た
っ
た
一
つ
の
供
養
塔
の
謎
解
き
を
始
め
て
も
う

五
年
に
な
る
。
ま
だ
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
が
も
う
す

こ
し
極
め
て
み
た
い
と
思
う
。
Ｓ
寺
の
方
々
が
手
厚
く

祀
っ
て
安
住
の
地
と
し
て
い
る
の
で
何
の
心
配
も
い

ら
な
い
の
だ
が
、
元
の
場
所
を
伺
わ
せ
る
道
し
る
べ
が

刻
ん
で
あ
る
だ
け
に
気
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

参
考･

･
･

東
海
道
に
沿
う
「
石
名
坂
」
は
金
沢
街
道

（
浦
賀
街
道
と
も
）
に
も
あ
る
。
保
土
ヶ

谷
宿
の
金
沢
横
町
で
分
か
れ
る
道
で
弘

明
寺
へ
の
道
し
る
べ
を
刻
む
石
仏
が
多

い
道
で
も
あ
る
。
現
在
の
東
海
道
を
横
切

る
と
す
ぐ
急
な
上
り
坂
に
な
る
。
岩
本
町

の
「
石
名
坂
」
で
読
み
は
「
い
わ
な
坂
」

で
あ
る
（
保
土
ヶ
谷
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
保
土
ヶ
谷
区
の
坂
道
」
）
。 

  

            
    

  
   

    

                        

藤沢市本藤沢二丁目周辺地図『藤沢の地名』 

石名坂・厚木道を示す 
右図左下、石名坂左上方矢印の道は左図右側の

厚木道の下方矢印の道につながる 
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鎌
倉
時
代
と
江
戸
時
代
の
宝
篋
印
塔
を

比
べ
る 

―
前
掲
文
章
の
訂
正
を
兼
ね
て
― 

平
野 

文
明 

  

昨
年
（
平
成
二
十
一
年
三
月
）
に
発
行
さ
れ
た
本
誌

一
一
号
に
、｢

萩
園
の
江
戸
時
代
の
宝
篋
印
塔
三
例｣

と

い
う
駄
文
を
奏
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
に
、
ま

っ
た
く
の
思
い
違
い
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

い
た
の
で
、
さ
ら
な
る
駄
文
を
重
ね
る
こ
と
に
も
な
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
訂
正
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
う
。 

 

一
一
号
に
載
せ
た
文
章
の
、
該
当
す
る
部
分
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。 

 

市
内
萩
園
の
満
福
寺
境
内
に
、
頭
部
を
欠
く
坐
像
や

反
花
座
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
石
仏
の
迷
い
石
と
な
っ
た

部
位
を
五
個
積
み
重
ね
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、

頂
部
四
辺
が
反
花
座
に
な
っ
て｢

明
和
元
甲
申
天 

十

月
廿
四
日｣

（
一
七
六
四
）
の
紀
年
銘
と
宝
筺
印
陀
羅

尼
経
の
一
部
が
彫
っ
て
あ
る
立
方
体
の
形
を
し
た
石

（
一
辺
三
五
セ
ン
チ
・
高
三
九
セ
ン
チ
）
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
同
じ
萩
園
の
三
島
神
社
境
内
の
裏
手
に
も
、

｢

明
和
四
丁
亥
天
／
十
月
十
五
日
／
願
主 

觀
心
／
為

先
祖
大
菩
提
也
／
石
黒
氏｣

（
一
七
六
七
）
の
銘
と
宝

筺
印
陀
羅
尼
経
の
一
部
が
彫
っ
て
あ
る
立
方
体
の
石

（
一
辺
三
〇
セ
ン
チ
）
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
頂
部
四
辺

は
繰
形
座
の
よ
う
に
角
を
お
と
し
て
曲
面
に
仕
上
げ

て
あ
る
。 

 

前
者
は
乱
積
み
の
中
の
一
石
で
あ
り
、
後
者
は
単
独

の
迷
い
石
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
立
方
形

の
石
は
一
体
何
の
部
位
で
あ
っ
た
か
を
推
測
し
て
い

る
と
き
に
、
満
福
寺
境
内
入
口
の
、
本
堂
に
向
っ
て
左

側
に
あ
る
見
上
げ
る
ほ
ど
の
宝
篋
印
塔
（
図
２
）
の
、

塔
身
の
下
に
あ
る
立
方
体
の
石
（
②
の

部
分 

一
辺
四
一
セ
ン
チ
）
も
、
頂
部

四
辺
が
反
花
座
に
な
っ
て
塔
身
を
受
け
、

｢

寛
保
元
辛
酉
歳
／
霜
月
甘
露
日｣

（
一

七
四
一
）
の
紀
年
銘
と
宝
筺
印
陀
羅
尼

経
の
一
部
が
彫
っ
て
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
い
た
。
つ
ま
り
、
満
福
寺
の
明
和
元

年
銘
立
方
体
石
と
三
島
神
社
境
内
裏
手

の
明
和
四
年
銘
立
方
体
石
は
、
江
戸
時

代
の
石
造
宝
篋
印
塔
の
部
位
の
一
つ
で
、

満
福
寺
境
内
に
あ
る
寛
保
元
年
銘
宝
篋

印
塔
の
②
の
部
分
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
引
用
が
長
く

な
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
は
間
違
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
先
の
文
章
で
、

立
方
体
と
表
現
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、｢

方

形
」
と
し
た
の
は
正
し
く
な
く
、
こ
こ

で
こ
の
点
も
訂
正
し
て
お
き
た
い
）
。 

 

間
違
い
は
、
こ
れ
に
続
く｢

鎌
倉
、
室

町
初
期
の
宝
篋
印
塔
に
は
な
か
っ
た
塔

身
の
下
の
方
形
（
立
方
体
と
す
べ
き
だ
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っ
た
）
の
石
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
宝
筺
印
陀
羅
尼

経
や
願
主
、
造
立
年
月
日
な
ど
を
彫
り
つ
け
る
た
め
に

出
現
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。｣

（
一
一
号
の
一
四
頁
下
段
）
と
い
う
く
だ
り
に

あ
る
。
こ
の
文
章
に
関
し
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て

お
く
。 

① 

塔
身
下
の
立
方
体
の
石
は
、
す
で
に
鎌
倉
、
室

町
初
期
の
宝
篋
印
塔
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
。 

② 

よ
っ
て
、
そ
れ
が
宝
筺
印
陀
羅
尼
経
や
願
主
・

造
立
年
月
日
な
ど
を
彫
り
つ
け
る
た
め
に
鎌

倉
・
室
町
時
代
以
降
出
現
し
た
と
は
い
え
な
い

こ
と
。 

 

結
論
を
先
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
も
す
る
が
、
こ

の
立
方
体
の
石
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

そ
こ
で
、
関
東
地
方
の
初
期
石
造
宝
篋
印
塔
の
形
と
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
形
を
比
較
し
、
塔
全
体
の

形
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
み
る
な
か
で
、
こ
の

立
方
体
石
の
正
体
を
突
き
止
め
る
べ
く
、
そ
の
初
期
の

例
と
し
て｢

関
西
・
関
東
形
式
宝
篋
印
塔｣

の
模
式
図
を

図
１
と
し
て
掲
げ
、
江
戸
時
代
の
そ
れ
は
図
２
で
代
表

さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。 

江
戸
時
代
の
宝
篋
印
塔
す
べ
て

を
図
２
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
無

理
が
あ
る
こ
と
は
元
よ
り
承
知
し

て
い
る
。
よ
っ
て
、
範
囲
を
絞
っ
て
、

｢

本
市
内
の
江
戸
時
代
の
宝
篋
印

塔｣

と
注
記
を
し
て
お
き
た
い
。
市

内
に
は
、
ほ
か
に
代
官
町
の
千
手
院

と
赤
羽
根
の
宝
積
寺
境
内
に
大
き

な
江
戸
時
代
の
宝
篋
印
塔
が
あ
る
。

前
者
に
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
、

後
者
に
は
同
五
年
（
一
七
四
〇
）
の

紀
年
銘
が
あ
る
。
満
福
寺
・
千
手

院
・
宝
積
寺
塔
を
比
べ
る
と
、
千
手

院
塔
の
笠
が
文
字
通
り
の
屋
根
の

形
を
し
て
い
る
こ
と
と
、
各
部
位
の
細
部
に
わ
た
る
違

い
は
見
る
も
の
の
、
そ
の
積
ん
で
あ
る
順
序
は
同
じ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

本
題
に
は
い
る
前
に
、｢

関
東
形
式
宝
篋
印
塔｣

に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
大
和
を
中
心

に
活
動
し
て
い
た
信
仰
石
造
物
の
石
工
た
ち
が
鎌
倉

時
代
末
期
に
相
模
に
入
っ
て
き
て
石
造
の
宝
篋
印
塔

を
つ
く
り
始
め
た
。
当
初
に
つ
く
る
作
品
に
は
関
西
の

手
法
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
も
な
く｢

関
東
形
式｣

と

い
わ
れ
る
形
式
に
定
ま
っ
て
、
そ
の
後
こ
の
地
で
長
く

定
型
化
し
た
と
す
る
故
川
勝
政
太
郎
氏
の
有
名
な
説

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
氏
は
関
東
形
式
の
完
成
し
た

例
と
し
て
鎌
倉
市
大
町
の
安
養
院
境
内
に
あ
る
宝
篋

印
塔
、
同
市
長
谷
寺
所
蔵
の
板
碑
に
刻
出
さ
れ
た
宝
篋

印
塔
、
小
田
原
市
酒
匂
の
大
見
寺
に
あ
る
宝
篋
印
塔
な

ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
末
期
の

徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
銘
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。（
川

勝
政
太
郎｢

関
東
形
式
宝
篋
印
塔
の
成
立｣

『
鎌
倉
』
四

号 

昭
和
三
五
年
四
月
）
。 

 

図
１
は
、
川
勝
氏
の
右
記
の
論
文
か
ら
引
用
し
た
。

図
中
の
各
部
位
の
名
称
は
こ
こ
で
便
宜
的
に
振
っ
た

も
の
で
あ
る
。 

 

塔
身
（
③
）
よ
り
上
部
は
、
図
１
、
２
と
も
基
本
的

な
あ
り
方
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
ま
か
く
み
れ
ば
相
輪
、

露
盤
、
隅
飾
（
笠
の
四
隅
に
あ
る
突
起
状
の
も
の
）
、
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塔
身
の
恰
好
や
笠
の
上
下
に
あ
る
段
型
（
だ
ん
け
い 

階
段
状
の
も
の
）
の
数
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
ま
た
満

福
寺
塔
の
塔
身
（
図
２
の
③
）
は
輪
郭
を
巻
か
ず
、
月

輪
内
に
四
方
仏
種
字
を
刻
ん
で
い
る
の
で
、
鎌
倉
時
代

の
関
西
形
式
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る

の
だ
が
。
た
だ
し
図
２
は
略
図
で
あ
っ
て
満
福
寺
塔
を

正
確
に
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

 

基
礎
（
②
）
と
反
花
座
（
①
）
に
は
、
鎌
倉
時
代
と

江
戸
時
代
で
違
い
が
あ
る
。
私
が
、
図
２
の
②
は
江
戸

時
代
に
な
っ
て
か
ら
出
現
す
る
も
の
と
勘
違
い
し
た

の
は
、
図
２
の
①
（
反
花
座
）
を
基
礎
だ
と
思
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
関
東
形
式
と
関
西
形
式
に
お
け

る
き
わ
だ
っ
た
違
い
は
、
反
花
座
（
図
１
の
①
）
が
関

東
形
式
で
は
必
ず
備
わ
り
、
か
つ
そ
の
形
雄
大
で
、
側

面
を
二
区
に
分
か
ち
そ
れ
ぞ
れ
格
狭
間
を
刻
ん
で
い

る
の
に
対
し
て
、
関
西
形
式
は
形
が
小
さ
く
、
あ
っ
た

り
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
前
記
の
論
文
で
川
勝
氏
が
強

調
し
て
い
る
。
満
福
寺
塔
の
反
花
座
（
図
２
の
①
）
に

は
四
面
に
わ
た
っ
て
造
立
者
名
な
ど
が
刻
さ
れ
て
い

る
が
、
格
狭
間
は
な
い
。 

 

満
福
寺
塔
に
は
反
花
座
（
①
）
と
立
方
形
の
石
（
②
）

と
の
間
に
、
敷
茄
子
を
備
え
る
大
き
な
蓮
華
座
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
塔
で
は
関
西
・
関
東
形
式
と
も

に
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
部
分
こ
そ
が
鎌
倉
時
代
以
降
江

戸
時
代
ま
で
の
間
の
い
つ
の
間
に
か
付
け
加
え
ら
れ

た
部
分
で
あ
る
。 

 

残
る
は
図
１
の
②
（
基
礎
）
と
図
２
の
②
（
立
方
体

の
石
）
の
比
較
で
あ
る
が
、
結
論
は
す
で
に
あ
き
ら
か

な
よ
う
に
満
福
寺
塔
の
こ
の
部
分
は
宝
篋
印
塔
の
基

礎
で
あ
る
。
基
礎
に
も
反
花
座
と
同
じ
く
関
西
形
式
と

関
東
形
式
で
は
形
態
上
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
つ
ま

り
前
者
で
は
、
頂
部
、
つ
ま
り
そ
の
上
の
塔
身
に
接
す

る
面
の
四
辺
が
反
花
に
な
り
、
側
面
は
一
画
で
、
そ
の

中
に
一
つ
の
格
狭
間
を
刻
む
。
後
者
は
頂
部
が
二
段
の

段
型
に
な
っ
て
塔
身
に
接
し
、
側
面
は
二
区
に
分
か
つ
。

東
西
両
形
式
の
ど
ち
ら
に
あ
っ
て
も
銘
文
が
刻
ま
れ

る
場
合
は
基
礎
の
側
面
が
用
い
ら
れ
る
。
満
福
寺
塔
の

立
方
体
石
（
図
２
の
②
）
の
頂
部
、
塔
身
に
接
す
る
面

の
四
辺
は
反
花
と
な
っ
て
お
り
、
関
西
形
式
の
手
法
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
紀
年
銘
な
ど
が

刻
ま
れ
て
あ
る
の
も
宝
篋
印
塔
の
基
礎
の
定
式
ど
お

り
な
の
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
こ
の
小
文
で
私
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
二

点
と
今
後
の
方
向
性
を
述
べ
て
ま
と
め
と
す
る
。 

一 

繰
り
返
し
に
な
る
が
満
福
寺
と
三
島
神
社
境

内
に
迷
い
石
と
な
っ
て
あ
る
、
銘
文
と
宝
筺
印

陀
羅
尼
経
の
一
部
を
刻
む
立
方
体
の
石
は
江

戸
時
代
の
宝
篋
印
塔
の
基
礎
で
あ
っ
た
。 

二 

江
戸
時
代
に
な
っ
て
造
ら
れ
た
宝
篋
印
塔
は
、

装
飾
が
過
多
で
あ
る
。｢

造
形
物
は
出
現
し
た

当
初
の
姿
が
最
も
美
し
い
」
と
い
う
一
般
論
は

こ
こ
に
も
当
て
は
ま
る
。 

 

鎌
倉
時
代
末
期
に
定
ま
っ
た
と
さ
れ
る
石
造
宝
篋

印
塔
の
関
西
・
関
東
の
両
形
式
は
、
い
つ
の
頃
ま
で
そ

の
形
式
を
保
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

両
形
式
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
で
あ
っ
た
特
徴
が
、
萩
園

の
例
で
み
る
限
り
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
く
ず
れ
て
い

る
。
満
福
寺
塔
の
塔
身
と
基
礎
に
は
関
西
形
式
の
特
徴

が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
市
町
村
の
例
と
室

町
期
の
塔
の
形
態
変
化
に
対
す
る
新
た
な
興
味
を
感

じ
る
。 

 

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
が
、
市
内
に
も
室
町
時
代

の
宝
篋
印
塔
の
部
位
が
各
地
に
遺
存
し
て
い
る
。
し
か

し
銘
文
を
も
つ
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
中
で
銘

文
の
あ
る
貴
重
な
例
が
、
萩
園
の
日
蓮
宗
常
顕
寺
の
境

内
に
置
か
れ
て
い
て
、
か
つ
て
故
天
ヶ
瀬
恭
三
氏
が
こ

れ
に
つ
い
て
報
告
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
思

い
出
し
た
。
と
に
か
く
今
少
し
丹
念
に
見
て
い
き
た
い
。

石
仏
が
、
断
片
あ
る
い
は
迷
い
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
て
も
郷
土
の
資
料
と
し
て
大
切
に
扱
い
た
い
も
の

と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

庚
寅
年
三
月
三
日 
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庚
申
塔
の
紀
年
銘
に
関
す
る
一
考
察 

―
鶴
嶺
地
区
の
石
仏
調
査
報
告
を
基
に
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沼
﨑 

麻
矢 

  

一
、
は
じ
め
に 

茅
ヶ
崎
の
庚
申
塔
は
神
奈
川
県
指
定
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
三
基
、
茅
ヶ
崎
市
指
定
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
基
と
、
青
面

金
剛
像
出
現
期
の
大
変
貴
重
な
塔
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

今
回
は
文
化
資
料
館
と
活
動
す
る
会
（
民
俗
行
事
部

会
）
に
よ
っ
て
二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年
に
発
表

さ
れ
た
「
茅
ヶ
崎
の
石
仏
（
一
）
萩
園
・
平
太
夫
新
田
・

西
久
保
・
円
蔵
」
『
文
化
資
料
館
調
査
研
究
報
告
』
一

八
の
デ
ー
タ
を
基
に
、
庚
申
塔
の
紀
年
銘
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
た
い
。
な
お
前
掲
書
で
調
査
さ
れ
て
い
る
四

つ
の
地
区
は
、
鶴
嶺
地
区
の
半
分
ほ
ど
に
あ
た
り
、
残

り
半
分
の
地
区
の
調
査
結
果
は
順
次
報
告
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。 

 

二
、
庚
申
信
仰
と
造
塔 

 

六
十
日
に
一
度
あ
る
庚
申
の
日
に
徹
夜
を
し
て
、
健

康
長
寿
や
来
世
で
の
安
寧
を
願
う
信
仰
が
あ
る
。
こ
れ

を
守
庚
申
と
か
庚
申
待
ち
と
い
う
。
人
々
は
塔
そ
の
も

の
を
ご
神
体
に
し
た
り
、
庚
申
待
ち
の
何
回
達
成
記
念

と
し
て
塔
を
建
立
し
た
り
し
て
い
る
。 

造
塔
は
講
を
営
む
人
々
で
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
個

人
で
す
る
場
合
も
あ
る
。
庚
申
信
仰
は
各
地
で
様
々
な

様
相
を
呈
し
て
お
り
、
一
言
で
ま
と
め
る
の
は
難
し
い
。 

ま
た
庚
申
塔
は
六
十
年
に
一
度
め
ぐ
っ
て
く
る
「
庚

申
」
の
年
と
も
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
干

十
二
支
や
暦
の
知
識
が
庶
民
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
浸
透

し
て
い
た
か
は
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
。
今
回
は

報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
茅
ヶ
崎
市
鶴
嶺
地
区
で
見
ら

れ
る
庚
申
塔
の
紀
年
銘
（
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
年
）
を

調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、
興
味
深
い
結
果
と
な

っ
た
。 
 

三
、
庚
申
塔
の
紀
年
銘 

近
世
期
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
暦
の
上
で
「
庚
申
」

に
あ
た
る
年
を
七
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
一
六
二
〇

（
元
和
六
）
年
・
一
六
八
〇
（
延
宝
八
）
年
・
一
七
四

〇
（
元
文
五
）
年
・
一
八
〇
〇
（
寛
政
一
二
）
年
・
一

八
六
〇
（
万
延
元
）
年
・
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
・

一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
六
〇

年
ご
と
に
訪
れ
る
。 

当
該
地
区
で
調
査
さ
れ
、
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る

庚
申
塔
は
全
部
で
九
基
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
塔
に
紀
年

銘
が
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
庚
申
塔
は
紀
年
銘
が

刻
ま
れ
や
す
い
石
塔
で
あ
り
、
年
を
刻
む
こ
と
に
何
ら

か
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

調
査
研
究
報
告
よ
り
、
こ
の
地
区
の
庚
申
塔
の
紀
年

銘
が
暦
の
上
で
正
確
に
「
庚
申
」
の
年
で
あ
っ
た
も
の

は
二
基
の
み
で
あ
っ
た
。
西
久
保
の
一
六
八
〇
（
延
宝

八
）
年
、
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
の
塔
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
庚
申
の
年
に
わ
り
と
近
い
年
（
前
後
六
年
以

内
）
の
紀
年
銘
を
持
つ
塔
は
円
蔵
の
一
六
八
六
（
貞
享

三
）
年
・
一
七
三
九
（
元
文
四
）
年
・
一
九
二
二
（
大

正
一
一
）
年
、
他
に
平
太
夫
新
田
の
一
六
八
三
（
天
和

三
）
年
の
四
基
で
あ
る
。
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。 

残
る
三
基
は
年
代
が
ず
れ
す
ぎ
て
お
り
「
庚
申
」
の

年
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
た
。
萩
園
の
一

六
六
二
（
寛
文
二
）
年
、
一
六
九
四
（
元
禄
七
）
年
、

円
蔵
の
一
六
四
〇
（
寛
永
一
七
）
年
の
塔
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
塔
の
紀
年
銘
は
「
庚
申
」
の
年
と
二
〇
年
近
く

離
れ
て
い
る
。 

四
、
お
わ
り
に 

 

庚
申
塔
で
あ
っ
て
も
紀
年
銘
が
「
庚
申
」
の
年
で
あ

る
塔
は
意
外
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
年
は
む
し
ろ
塔
の
完
成
年

を
忠
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

多
く
の
庚
申
塔
に
刻
ま
れ
た
年
が
「
庚
申
」
の
年
の

前
後
五
年
く
ら
い
の
幅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
塔
を
造
っ

た
人
々
は
「
庚
申
」
の
年
を
認
識
は
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
造
塔
に
着
手
し
た
の
が
「
庚
申
」
の
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年
の
前
後
で
あ
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
完
成
が
「
庚
申
」

の
年
よ
り
前
後
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

「
庚
申
」
の
年
と
塔
の
完
成
年
は
関
係
な
い
と
言
え
な

い
な
が
ら
も
、
イ
コ
ー
ル
で
は
結
べ
な
い
の
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
「
庚
申
」
の
年
よ
り
大
き
く
間
隔
が
開

い
て
造
塔
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
造
塔
に
時
間

が
か
か
っ
た
の
か
「
庚
申
」
の
年
に
造
る
こ
と
に
重
き

を
お
か
な
か
っ
た
の
か
、
十
年
ひ
と
昔
と
い
う
の
で
、

二
十
年
と
い
う
と
ず
い
ぶ
ん
と
長
い
時
代
の
幅
を
感

じ
る
。
そ
の
当
時
の
人
た
ち
だ
け
の
不
文
律
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

石
塔
に
ど
の
段
階
の
年
を
刻
ん
で
い
る
か
は
今
と

な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
。
紀
年
銘
に
関
す
る
こ
の
微
妙

な
ず
れ
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
歴
史
資
料
な
ど
を
基
に

考
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
庚
申

塔
に
刻
ま
れ
た
年
（
紀
年
銘
）
・
暦
の
上
で
「
庚
申
」

の
年
・
塔
の
完
成
年
は
、
切
り
離
し
て
考
え
た
方
が
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。 

調
査
範
囲
が
広
が
れ
ば
も
っ
と
正
確
な
デ
ー
タ
が

得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
後
の
文
化
資
料
館
と
活
動

す
る
会
（
民
俗
行
事
部
会
）
の
石
仏
調
査
報
告
が
期
待

さ
れ
る
。 

【
参
考
文
献
】 

庚
申
懇
話
会
『
日
本
石
仏
事
典
』
雄
山
閣 

一
九
七
六

年 
 

茅
ヶ
崎
市
文
化
資
料
館
編
『
茅
ヶ
崎
の
庚
申
塔
』
茅
ヶ

崎
市
教
育
委
員
会 

一
九
七
七
年 

文
化
資
料
館
と
活
動
す
る
会
（
民
俗
行
事
部
会
）
「
茅

ヶ
崎
の
石
仏
（
一
）
萩
園
・
平
太
夫
新
田
・
西
久
保
・

円
蔵
」
茅
ヶ
崎
市
文
化
資
料
館
編
『
文
化
資
料
館
調

査
研
究
報
告
』
一
八 

茅
ヶ
崎
市
教
育
委
員
会 

二

〇
〇
九
年 

〈
編
集
後
記
〉 

 

春
の
よ
う
な
日
差
し
が
続
く
か
と
思
え
ば
、
真
冬
の

よ
う
な
寒
さ
が
再
び
訪
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
安
定

し
な
い
天
気
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
日
々
、
健
康
に
は

気
を
つ
け
て
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。 

茅
ヶ
崎
市
文
化
資
料
館
で
は
三
月
二
十
八
日
（
日
）

ま
で
平
成
二
十
一
年
度
特
別
展
「
茅
ヶ
崎
の
小
さ
な
森

た
ち
―
鎮
守
社
の
自
然
―
」
を
開
催
し
、
盛
況
の
う
ち

に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
前
段
階
に
行
な
っ
た
社
叢
林
調

査
や
本
特
別
展
の
企
画
・
構
成
・
準
備
・
会
期
中
の
会

場
案
内
な
ど
は
ひ
と
え
に
市
民
の
皆
様
の
ご
協
力
あ

っ
て
の
こ
と
で
す
。
将
来
に
わ
た
っ
て
も
大
変
有
意
義

な
活
動
で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。 

文
化
資
料
館
と
活
動
す
る
会
の
皆
様
の
活
動
が
い

ろ
い
ろ
な
形
で
、
社
会
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
と
期
待
し

て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
沼
﨑
） 

〈
お
知
ら
せ
〉 

 

文
化
資
料
館
と
活
動
す
る
会
（
民
俗
行
事
部
会
）
で

は
毎
週
木
曜
日
に
資
料
館
で
保
存
し
て
い
る
資
料
の

整
理
や
茅
ヶ
崎
市
内
の
石
仏
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
二
年
度
の
石

仏
現
地
調
査
は
茅
ヶ
崎
地
区
の
予
定
で
す
。 

ご
興
味
・
ご
関
心
の
あ
る
方
は
一
緒
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
本
誌
『
ち
が
さ
き
の
石
仏
』
へ
の
寄
稿
も
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

※
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
一
面
に
記
載
し

て
お
り
ま
す
連
絡
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 


