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本
村
八
王
子
神
社
の
彫
刻 

 
 
 
 
 

剣
を
持
つ
男
の
正
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
野 

文
明 

今
回
は
ク
イ
ズ
で
す
。 

 

本
村
三
丁
目
に
八
王
子
神
社
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
拝

殿
の
階
段
状
の
入
口
の
上
、
屋
根
に
近
い
と
こ
ろ
に
写

真
の
よ
う
な
彫
刻
が
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
問
題
で
す
。

こ
れ
は
何
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

印
刷
さ
れ
た
写
真
で
は
わ
か
り
に
く
い
か
も
知
れ

な
い
の
で
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
彫
刻
は
三
段
に
な
っ

て
い
ま
す
。
一
番
上
の
段
は
、
飛
ん
で
い
る
鶴
に
乗
る

お
じ
い
さ
ん
の
彫
刻
で
す
（
図
１
）
。
お
じ
い
さ
ん
は

左
手
に
軍
配
を
、
右
手
に
長
い
竿
を
持
っ
て
い
ま
す
。

竿
は
、
先
端
に
何
か
差
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
釣
り
竿

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

       

お
じ
い
さ
ん
の

下
の
段
は
爪
を
む

き
出
し
に
す
る
龍

で
す
。 

 

そ
の
下
の
段
の

絵
柄
は
複
雑
で
す

（
図
２
）
。
真
ん
中

に
男
の
人
。
足
を

ふ
ん
ば
っ
て
、
左

手
で
腰
に
下
げ
た

剣
の
鞘
（
さ
や
）

の
鯉
口
を
持
っ
て

い
ま
す
。
右
手
に

は
抜
い
た
剣
を
持

ち
ま
す
。 

剣
の
先
に
は
龍
が
い
て
、
男
の
人
に
向
っ
て
い
ま
す
。 

 

画
面
の
、
向
っ
て
右
側
、
男
の
人
の
左
足
の
脇
に
は

女
の
人
が
「
あ
れ
ー 

た
す
け
て
ー
」
と
両
手
を
あ
げ

て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
わ
か
っ
た
人
は
、
日
本
の
神
話
に
た
い
へ
ん

詳
し
い
人
で
す
。 

わ
か
ら
な
い
人
に
ヒ
ン
ト
①
。
こ
の
神
社
の
名
前
は

「
八
王
子
神
社
」
で
す
。
本
殿
に
お
祭
り
し
て
あ
る
の

は
（
一
）
市
杵
島
比
売
命
（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ

と)

（
二
）
多
紀
理
比
売
命
（
た
き
り
ひ
め
の
み
こ
と
） 

 
石 
仏 

調 

査 

ニ 

ュ 

ー 

ス 
ち
が
さ
き
の
石
仏 
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（
三
）
多
岐
津

比
売
命
（
た
ぎ

つ
ひ
め
の
み
こ

と
）
（
四
）
天
忍

穂
耳
命
（
あ
め

の
お
し
ほ
み
み

の

み

こ

と

） 

（
五
）
天
之
菩

卑
能
命
（
あ
め

の
ほ
ひ
の
み
こ

と
）
（
六
）
天
津

日
子
根
命
（
あ

ま
つ
ひ
こ
ね
の

み
こ
と
）
（
七
）

熊
野
久
須
毘
命

（
く
ま
の
く
す

び
の
み
こ
と
）

（
八
）
活
津
日

子
根
命
（
い
く
つ
ひ
こ
ね
の
み
こ
と
）
の
八
柱
の
神
さ

ま
で
す
。
神
さ
ま
達
の
名
は
、
神
奈
川
の
神
社
庁
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
と
り
ま
し
た
。 

わ
か
っ
た
人
は
、
こ
の
八
柱
の
神
の
う
ち
の
男
神
の

父
神
と
そ
の
物
語
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
知
ら
な

い
人
は
続
き
を
読
ん
で
下
さ
い
。 

 

初
め
か
ら
三
番
ま
で
は
女
神
、
そ
の
あ
と
の
五
柱
は

男
神
で
、
す
べ
て
き
ょ
う
だ
い
で
す
。
ど
う
や
っ
て
お

生
ま
れ
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

は
、
亡
く
な
っ
た
母
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
慕
っ
て
根

の
堅
州
国
（
ね
の
か
た
す
く
に
）
に
行
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
出
発
の
前
に
、
姉
さ
ん
の
ア
マ
テ
ラ
ス

オ
オ
ミ
カ
ミ
に
会
っ
て
お
こ
う
と
天
上
に
む
か
い
ま

す
。
そ
の
様
子
が
も
の
す
ご
い
勢
い
だ
っ
た
の
で
、
ア

マ
テ
ラ
ス
は
弟
が
攻
め
て
き
た
と
勘
違
い
し
て
「
来
ち

ゃ
だ
め
！
」
。
弟
「
攻
め
に
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
！
」
。
姉

「
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
証
明
す
る
の
？
」
。
弟
「
こ
こ

で
お
互
い
に
子
ど
も
神
を
出
現
さ
せ
て
み
て
、
オ
レ
の

子
が
女
神
だ
っ
た
ら
オ
レ
の
言
う
こ
と
は
ウ
ソ
、
男
神

だ
っ
た
ら
本
心
と
い
う
こ
と
に
賭
け
て
み
な
い
か
」
の

会
話
が
あ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
は
三
女
神
が
、
ス

サ
ノ
オ
か
ら
は
五
柱
の
神
が
生
じ
ま
し
た
が
、
予
言
ど

お
り
み
ん
な
男
神
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

ま
だ
わ
か
ら
な
い
人
に
ヒ
ン
ト
②
は
、
彫
刻
の
絵
柄

は
蛇
退
治
の
様
子
で
す
よ
と
い
う
こ
と
。 

 

「
男
の
人
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
だ
！
」
と
言
っ
た

人
は
、
神
話
の
続
き
を
知
っ
て
い
る
人
で
す
ね
。
知
ら

な
い
人
は
次
を
読
ん
で
下
さ
い
。 

姉
さ
ん
と
の
間
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ

っ
た
の
で
す
が
、
別
れ
て
か
ら
ス
サ
ノ
オ
は
イ
ヅ
モ
の

国
に
来
て
、
山
奥
で
、
若
い
も
の
す
ご
い
美
人
と
そ
の

年
老
い
た
両
親
が
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
行
き
会
い

ま
す
。
老
人
の
名
は
ア
シ
ナ
ヅ
チ
、
老
婆
は
テ
ナ
ヅ
チ
、

も
の
す
ご
い
美
人
は
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
い
い
、
間
も
な

く
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
が
ヒ
メ
を
飲
み
に
来
る
の
で
泣

い
て
い
る
の
で
す
と
聞
き
ま
す
。
も
の
す
ご
い
美
人
を

見
て
は
放
っ
て
は
お
け
な
い
の
で
、
自
分
と
結
婚
す
る

な
ら
オ
ロ
チ
を
退
治
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
っ
て
、
大
酒

を
食
ら
っ
て
寝
て
し
ま
っ
た
オ
ロ
チ
を
ズ
タ
ズ
タ
に

切
っ
て
や
っ
つ
け
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
も
の
す
ご
い

美
人
は
奥
さ
ん
に
し
て
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
。 

こ
れ
で
彫
刻
の
絵
柄
が
何
を
表
わ
し
て
い
る
か
大

方
わ
か
り
ま
し
た
。
龍
は
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
、
オ
ロ
チ

を
切
っ
た
剣
は
ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
、
そ
れ
を
持
つ
男
の

人
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
、
倒
れ
て
「
ア
レ
ー
！
」
と

叫
ん
で
い
る
の
は
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
で
す
。
中
段
の
龍
も

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
で
す
。
頭
が
八
つ
あ
る
の
で
、
あ
ち

こ
ち
か
ら
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
わ
か
ら
な
い
の
が
一
つ
あ
っ
て
、
一
番
上

の
段
に
あ
る
鶴
に
乗
っ
て
空
を
飛
ぶ
お
じ
い
さ
ん
の

正
体
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

ス
サ
ノ
オ
は
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
の
新
居
を
求
め
て

方
々
し
ま
す
が
須
賀
（
す
が
）
と
い
う
所
に
来
て
、「
じ

つ
に
す
が
す
が
し
い
所
だ
。
気
に
入
っ
た
」
と
、
お
宮

を
造
り
ま
す
。
ア
シ
ナ
ヅ
チ
も
つ
れ
て
き
て
、
こ
の
宮

の
責
任
者
に
任
命
し
、い

な

だ

稲
田

の
み
や

宮
す

が

の

須
賀
之

や
つ
み
み

八
耳

の
か
み

神

と
い

図 2 
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う
名
を
与
え
ま
す
。 

 
鶴
に
乗
る
お
じ
い
さ
ん
は
こ
の
ア
シ
ナ
ヅ
チ
か
と

も
思
う
の
で
す
が
、
神
話
で
は
鶴
に
乗
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。 

 

ク
イ
ズ
は
以
上
で
お
し
ま
い
で
す
。 

江
戸
時
代
ま
で
は
、
本
村
の
こ
の
神
社
は
「
八
王
子

権
現
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
祭
神
は
、

先
に
紹
介
し
た
八
柱
の
神
々
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
の
初
年
に
、
政
府
は
神
仏

分
離
を
命
じ
て
、
全
国
の
神
社
に
対
し
て
、
神
社
の
中

に
あ
る
仏
教
色
を
す
べ
て
取
り
の
ぞ
く
よ
う
に
と
命

令
を
出
し
ま
し
た
。
「
権
現
」
と
い
う
名
前
を
付
け
て

い
る
神
社
は
仏
教
的
だ
か
ら
、
祭
神
も
神
社
の
名
称
も

変
え
ろ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
祭
神
は
、
古
事
記･

日
本
書
紀
の
神
話
に
出
て
く
る
ス
サ
ノ
オ
と
ア
マ
テ

ラ
ス
の
誓
約
（
う
け
い
）
で
生
ま
れ
た
八
柱
の
神
が
あ

る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
良
い
と
い
う
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う

に
変
え
、
名
称
も
、
八
柱
の
神
に
ゆ
か
り
の
「
八
王
子
」

を
活
か
し
、
「
権
現
」
を
「
神
社
」
に
変
え
て
「
八
王

子
神
社
」
と
し
た
も
の
の
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、

向
拝
に
あ
る
ス
サ
ノ
オ
の
オ
ロ
チ
退
治
の
彫
刻
は
明

治
以
降
の
制
作
と
い
え
ま
す
。 

そ
れ
で
は
江
戸
時
代
は
何
を
祭
神
と
し
て
い
た
か

に
つ
い
て
で
す
が
、
一
般
に
は
「
八
王
子
権
現
」
は
牛

頭
天
王
と
そ
の
八
人
の
子
供
を
祀
る
と
い
う
解
説
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
本
村
の

八
王
子
権
現
で
は
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
様
子

だ
っ
た
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。 

  

平
成
二
十
二
年
八
月
十
一
日 

 

  

茅
ヶ
崎
地
区
石
仏
再
調
査
第
一
回
（
海
前

寺
・
八
王
子
神
社
・
観
音
堂
・
厄
一
王
子
社
・
路
傍
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
子 

栄
司 

 

海
前
寺
山
門
前
に
大
き
な
石
塔
籠
が
あ
る
。
上
竿
に

台
徳
院
殿
の
銘
が
あ
る
の
で
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の

霊
に
奉
納
し
た
燈
籠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
増
上

寺
の
石
燈
籠
『
増
上
寺
石
塔
籠
現
況
調
査
報
告
書
』
第

三
．
一
版
補
追
を
更
新･

･
･

報
告
者
伊
藤
友
巳
」
の
中

に
こ
の
燈
籠
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
。
関
係
部
分
を
書

い
て
お
く
。 

 

「
惣
門
左
右
に
写
り
込
ん
で
い
る
一
際
大
き
な
石
塔

籠
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
門
の
左
右
の
一
番
奥

手
が
筑
前
久
留
米
藩
主
有
馬
中
務
少
輔
忠
頼
（
一
六
〇

三
～
一
六
五
五
）
の
奉
納
し
た
燈
籠
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
一
基
が
茅
ケ
崎
市
の
海
前
寺
に
現
存
す
る
。
残
念
な

が
ら
他
の
一
基
の
所
在
は
判
っ
て
い
な
い
」 

上
記
の
報
告
書
に
は
総
門
脇
に
建
っ
て
い
た
時
の

写
真
が
あ
り
、
勅
額
門
に
続
く
参
道
の
最
も
目
立
つ
場

所
に
建
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
報

告
書
に
は
ま
た
、
霊
廟
に
献
上
さ
れ
る
石
燈
籠
の
寸
法

指
図
書
と
も
考
え
ら
れ
る
『
常
慶
（
憲
）
院
霊
廟
灯
（
マ

マ
）
籠
絵
図
』
が
あ
る
。
指
図
書
と
は
確
定
さ
れ
て
い

な
い
が
、
献
上
燈
籠
の
高
さ
を
揃
え
る
た
め
に
示
し
た

も
の
で
、
「
地
盤
石
（
基
礎
）
高
さ
地
よ
り
七
寸
」
と

細
か
く
指
定
し
て
い
る
。
海
前
寺
の
他
の
三
基
、
市
役

所
に
も
寛
永
寺
燈
籠
で
は
あ
る
が
四
基
あ
り
、
ど
れ
も

形
や
大
き
さ
が
似
通
っ
て
い
る
。
増
上
寺
・
寛
永
寺
の

霊
廟
に
献
上
さ
れ
た
石
燈
籠
が
い
ず
れ
も
同
形
で
あ

る
根
拠
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
参
考
に
図
を
載
せ
て

お
く
。 

燈
籠
の
大
き
さ
は
現
在
で
も
尺
（
丈
）
で
表
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
香
川
淨
心
寺
を
調
査
し
た
時
、
本
堂
前

に
新
し
く
建
て
ら
れ
た
燈
籠
を
計
測
し
て
い
た
時
、
寄

進
し
た
方
が
居
合
わ
せ
「
こ
の
燈
籠
は
六
尺
だ
よ
」
と

教
え
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 
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市
内
の
寺
社
で
も
多
く
見
掛
け
る
い
わ
ゆ
る
「
春
日

形
燈
籠
」
で
は
上
か
ら
宝
珠
・
笠
・
火
袋
・
竿
・
基
礎

そ
れ
ぞ
れ
に
約
束
さ
れ
た
寸
法
割
合
が
あ
る
の
で
ど

れ
も
同
じ
よ
う
な
姿
形
と
な
る
。
一
つ
の
説
を
紹
介
し

て
み
よ
う
。 

「
出
雲
石
工
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
記
述
。
石
燈
籠

各
部
位
の
寸
法
割
合
を
「
寸
割
」
と
い
い
、
寸
法
を
割

り
出
す
こ
と
を
「
寸
掛
け
」
と
い
う
。

「
寸
割
」
の
基
礎
は
笠
の
土
付
き
が
基

に
な
る
。
と
書
い
て
あ
る
が
「
笠
の
土

付
き
」
が
ど
の
部
分
を
い
う
の
か
わ
か

ら
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
以
上
の
説
明
は

意
味
が
な
い
の
だ
が
、
土
付
き
の
五
．

五
倍
が
火
袋
の
直
径
（
差
渡
し
）
。
五
倍

が
火
袋
の
高
さ
と
い
う
。
他
の
資
料
で

は
火
袋
の
直
径
の
五
倍
が
総
高
さ
と
も

い
う
。
茅
ケ
崎
市
の
石
仏
調
査
で
計
測

し
た
石
燈
籠
に
当
て
は
め
て
検
証
し
た

が
、
納
得
で
き
る
結
果
は
出
な
か
っ
た
。

上
記
寸
法
指
図
書
の
「
寸
割
」
と
照
ら

し
合
せ
て
考
察
し
て
み
る
と
ま
た
参
考

に
な
る
だ
ろ
う
。
火
袋
差
渡
し
は
尺
九

寸
、
半
分
は
九
寸
五
分
な
の
で
総
高
九

尺
五
寸
と
な
る
。
指
図
で
は
九
尺
八
寸

八
分
で
あ
る
か
ら
三
寸
八
分
の
誤
差
で

あ
る
。
約
三
メ
ー
ト
ル
の
総
高
に
対
し
て
一
二
セ
ン
チ
、

四
％
の
誤
差
。 

海
前
寺
境
内
の
山
門
東
側
に
寛
政
十
一
（
一
七
九

二
）
年
三
月
二
十
三
日
銘
の
宝
篋
印
塔
が
あ
る
。
塔
身

に
彫
っ
て
あ
る
梵
字
は
シ
ッ
チ
リ
ア
と
い
う
宝
篋
印

陀
羅
尼
経
の
象
徴
文
字
で
あ
る
。
金
剛
界
四
仏
種
子
を

刻
ん
だ
塔
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
塔
四
仏
像
を
刻
ん
だ

も
の
も
あ
る
。
シ
ッ
チ

リ
ア
種
子
を
持
つ
文

政
四
年
（
一
八
二
一
）

銘
の
塔
が
あ
っ
た
が
、

パ
ソ
コ
ン
で
は
江
戸

時
代
以
前
の
古
塔
に

は
な
い
よ
う
だ
。
珍
し

い
の
で
報
告
し
て
お
く
。 

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
一
日
（
金
）

茅
ケ
崎
地
区
石
仏
再
調
査
第
一
回
目
は
、
十
時
、
海
前

寺
に
集
合
し
た
九
名
で
行
な
い
、
新
た
に
馬
頭
観
音
を

発
見
、
地
蔵
尊
一
体
も
追
加
採
録
。
順
調
に
調
査
が
進

み
午
前
中
で
完
了
す
る
。 

好
天
気
な
の
で
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
八
王
子
神

社
と
厄
一
王
子
社
・
路
傍
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

調
査
資
料
を
資
料
館
に
取
り
に
行
っ
て
も
ら
う
。
八
王

子
神
社
で
は
社
務
所
の
屋
根
を
葺
替
え
中
。
赤
銅
が
輝

い
て
い
る
。
Ｋ
さ
ん
と
二
人
別
行
動
で
路
傍
と
観
音

堂
・
厄
一
王
子
社
の
調
査
を
行
う
。
道
が
わ
か
ら
な
く

な
り
大
分
時
間
を
ロ
ス
。
厄
一
王
子
社
で
は
近
所
の
方

か
ら
厄
一
王
子
社
と
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
・
茅
ケ
崎

村
の
乳
母
神
と
の
関
係
や
祭
神
、
す
ぐ
脇
の
道
が
「
う

し
の
ご
ぜ
ん
」
か
ら
小
出
に
通
じ
て
い
た
こ
と
、
境
内

に
祭
っ
て
あ
る
稲
荷
社
の
こ
と
な
ど
を
伺
う
。
厄
一
王

子
社
の
祭
神
は
「
『
生
活
の
凝
視
と
学
校
経
営
』
（
抄
）
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第
三
項 

郷
土
の
神
社
」
の
中
で
「
厄
一
王
子
社
（
祭

神
風
疾
神
）
」
と
な
っ
て
い
る
。 

   

茅
ヶ
崎
地
区
石
仏
再
調
査
第
二
回
（
三
島
神

社
・
市
役
所
・
左
近
稲
荷
社
・
厳
島
神
社
・
第
六
天

神
社
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
子 

栄
司 

  

七
月
十
六
日
（
金
）
北
茅
ヶ
崎
駅
隣
三
島
神
社 
十

時
集
合 

参
加
四
名 

快
晴
。
暑
く
な
る
予
報
。
文
化

資
料
館
担
当
（
職
員
）
か
ら
熱
中
症
に
備
え
る
よ
う
注

意
が
で
る
。
こ
の
神
社
は
格
別
再
調
査
を
必
要
と
し
な

い
。
可
能
な
限
り
対
象
石
仏
の
写
真
を
正
面
か
ら
撮
れ

る
よ
う
工
夫
し
て
撮
り
直
し
、
平
成
二
十
一
年
度
に
取

決
め
た
「
採
寸
・
ス
ケ
ッ
チ
凡
例
」
と
照
合
し
採
寸
を

確
認
す
る
。 

 

三
島
神
社
は
駅
舎
と
工
場
の
塀
に
挟
ま
れ
て
い
て

辺
り
に
人
家
は
な
い
。
相
模
線
は
大
正
八
年
（
一
九
一

九
）
起
工
式
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
茅
ケ
崎
・

寒
川
駅
間
五
・
一
ｋ
ｍ
の
試
運
転
が
行
わ
れ
、
北
茅
ヶ

崎
駅
（
旧
日
東
駅
）
の
開
業
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四

〇
）
。
現
在
の
社
地
は
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
た
の
で

あ
ろ
う
。
狛
犬
の
寄
進
者
銘
に
は
「
昭
和
三
年 

相
州

茅
ケ
崎
町
茅
ヶ
崎
」
と
あ
り
地
元
人
の
信
仰
の
様
子
が

伺
え
る
。
地
元
で
は
「
権
現
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
と

聞
く
。
神
仏
分
離
令
で
権
現
や
牛
頭
天
王
な
ど
、
そ
の

他
仏
教
系
神
号
の
神
社
は
名
を
改
め
る
様
求
め
ら
れ

た
。
こ
の
頃
権
現
を
改
め
三
島
神
社
を
名
乗
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。 

 

市
役
所
の
国
道
寄
り
に
寛
永
寺
燈
籠
が
あ
る
。
三
基

だ
っ
た
が
浜
竹
・
大
八
木
邸
か
ら
最
後
の
一
基
が
移
さ

れ
四
基
と
な
っ
た
。
大
型
燈
籠
で
総
高
二
・
八
ｍ
。
高

さ
を
再
確
認
し
竿
径
を
再
測
定
す
る
。
竿
に
コ
ン
ベ
ッ

ク
ス
ル
ー
ル
を
当
て
目
測
。
見
当
の
つ
け
方
で
数
ｃ
ｍ

は
異
な
る
。
手
間
は
増
え
る
が
紐
な
ど
で
柱
周
り
を
測

り
「
円
周
・
直
径
換
算
表
」
で
直
径
を
求
め
る
方
法
を

勧
め
た
い
。 

 

新
栄
町
・
左

近
稲
荷
社
。
寄

進
者
銘
の
あ
る

手
洗
石
が
あ
る

と
の
情
報
を
も

ら
い
調
査
。
社

殿
右
手
前
に
あ

り
台
形
型
。
昔

風
に
表
わ
す
と
、

横
二
尺
に
奥
行

一
尺
高
さ
一
尺
一
寸
。
手
洗
石
の
上
に
立
て
掛
け
た
石

板
に
八
名
の
名
が
刻
ん
で
あ
る
が
以
前
の
講
中
の
氏

名
で
あ
る
。
現
在
の
講
中
は
一
〇
軒
で
正
面
の
玉
垣
に

氏
名
が
刻
ん
で
あ
る
。
手
洗
石
は
白
く
緻
密
で
上
質
な

大
理
石
で
正
面
に
格
狭
間
様
に
薄
く
彫
り
中
央
に
宝

珠
を
浮
彫
り
し
て
、
左
側
面
に
寄
進
者
の
銘
が
あ
る
。

社
の
常
の
お
守
り
は
漬
物
屋
の
土
士
田
さ
ん
が
や
っ

て
い
る
。
参
詣
人
で
は
な
い
怪
し
い
人
影
が
、
と
奥
さ

ん
が
様
子
を
見
に
来
た
。
無
断
で
立
入
っ
た
非
礼
を
詫

び
、
寄
進
者
銘
を
尋
ね
る
。
社
が
元
あ
っ
た
場
所
の
地

主
さ
ん
で
は
な
い
か
と
聞
い
て
来
て
く
れ
た
。
茅
ヶ
崎

駅
の
開
業
は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
、
手
洗
石

の
銘
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
で 

□
下
仲
村

字
下
原 

飯
田
□
五
郎
（
□
は
留
か
富
か
）
。
神
社
の

傍
に
飯
田
印
刷
が
あ
っ
た
と
言
う
。
村
名
字
名
と
の
関

連
は
分
か
ら
な
い
。 

 

厳
島
神
社
。
女
性
会
員
二
名
が
先
着
調
査
中
、
六
名

と
な
る
。
旧
鳥
居
の
屋
根
・
笠
木
・
島
木
が
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
と
し
て
駐
車
場
に
残
さ
れ
て
い
る
。
柱
も
輪
切
り

状
の
腰
掛
石
に
な
っ
て
い
た
。
採
寸
の
確
認
が
メ
イ
ン
。

境
内
に
駐
輪
し
て
い
た
の
で
駐
車
場
に
移
す
よ
う
注

意
さ
れ
る
。
萩
園
の
寺
院
で
も
邪
魔
に
な
ら
な
い
所
に

一
列
に
整
列
さ
せ
て
止
め
る
よ
う
注
意
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
。
良
い
マ
ナ
ー
を
心
掛
け
て
行
動
し
な
け
れ

ば
と
戒
め
る
。 
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第
六
天
神
社
。
炎
天
で
猛
暑
、
所
用
も
あ
っ
て
参
加

は
三
名
。
Ｓ
さ
ん
心
尽
く
し
の
チ
ョ
コ
モ
ナ
カ
で
涼
を

と
り
、
お
断
り
し
て
昼
食
。
八
坂
社
屋
根
裏
に
ニ
ホ
ン

ミ
ツ
バ
チ
が
巣
造
り
し
て
い
て
社
の
周
り
を
盛
ん
に

飛
び
回
っ
て
い
る
。
社
殿
の
中
か
ら
蚊
取
線
香
の
煙
で

追
出
そ
う
と
し
て
い
た
が
巣
箱
を
持
参
し
た
業
者
が

始
末
し
た
。
谷
戸

の
辺
り
で
出
会
う

こ
と
は
あ
る
が
街

中
で
は
初
め
て
だ
。 

本
殿
前
の
石
燈

籠
、
神
前
と
か
宮

前
と
い
う
型
。
左

右
同
形
だ
が
別
々

に
造
ら
れ
た
も
の
。

向
っ
て
右
燈
籠
に

は
庚
申
講
中
の
銘

が
あ
る
。
火
袋
と
竿
の
向
き
が
バ
ラ
バ
ラ
。
本
殿
東
側

に
一
〇
体
余
石
仏
が
あ
る
。
舟
形
光
背
型
で
光
背
の
周

辺
を
残
し
て
中
ぐ
り
し
地
蔵
像
を
浮
彫
り
し
た
石
仏

は
、
松
が
丘
交
差
点
付
近
の
宅
地
造
成
で
廃
棄
さ
れ
そ

う
に
な
っ
て
い
た
の
を
引
取
っ
た
も
の
。
そ
の
よ
う
な

石
仏
が
並
ぶ
。
そ
の
右
、
方
形
、
頂
部
に
向
か
っ
て
す

ぼ
み
、
中
央
に
角
ほ
ぞ
穴
が
あ
る
。
そ
の
上
に
燈
籠
の

火
袋
の
よ
う
な
角
型
の
石
が
載
っ
て
い
る
。
明
り
取
り

穴
が
中
心

に
一
つ
と

そ
れ
を
取

り
巻
い
て

六
つ
。
何

か
を
連
想

し
な
い
か

と
問
わ
れ

る
。
第
六
天
神
社
の
神
紋
・
七
曜
紋
で
は
な
い
か
と
社

殿
の
紋
を
示
す
。
月
輪
に
三
つ
穴
は
よ
く
見
掛
け
る
が

七
つ
穴
は
神
紋
を
意
匠
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
謂

れ
や
経
緯
は
分
か
ら
な
い
。 
 

社
殿
の
裏
に
目
通
り
九
五
ｃ
ｍ
（
直
径
）
ほ
ど
の
黒

松
が
あ
る
。
注
連
縄
が
締
め
て
あ
り
御
神
木
で
あ
る
。

根
元
近
く
の
洞
が
災
い
し
て
樹
勢
が
衰
え
て
き
た
と

の
こ
と
。
業
者
が
二

人
来
て
養
生
し
て
い

た
。
こ
れ
だ
け
の
老

松
は
少
な
い
。
目
立

つ
場
所
に
あ
れ
ば
、

長
寿
や
健
康
祈
願
に

お
参
り
す
る
人
も
出

て
こ
よ
う
と
い
う
も

の
。
神
社
の
名
物
に

な
る
。
見
上
げ
た
辺

り
で
幹
が
折
れ
て
い

て
そ
の
先
は
赤
松
だ

っ
た
。
と
い
う
口
碑
が

あ
っ
た
ら
し
い
。 

 

仕
舞
い
の
挨
拶
を

し
た
時
、
年
季
の
入
っ

た
写
真
愛
好
家
の
宮

司
さ
ん
が
撮
っ
た
自

慢
の
一
枚
を
見
せ
て

頂
く
。
ツ
イ
ン
ウ
ェ
ー

ブ
を
右
端
に
市
域
の

北
西
方
向
を
俯
瞰
し
て
い
て
中
央
や
や
右
に
第
六
天

神
社
が
写
っ
て
い
る
。
こ
こ
以
外
樹
林
が
見
当
た
ら
な

い
と
言
う
。
こ
の
方
向
に
は
鶴
嶺
八
幡
宮
と
萩
園
三
嶋

神
社
の
森
が
小
さ
く
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
ミ
ド
リ
の

少
な
さ
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。 
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市
内
の
石
造
物
（
石
仏
）
か
ら
（
四
） 

 
 

茅
ヶ
崎
か
ら
越
後
へ 

加
藤 

幸
一 

 

「
ち
が
さ
き
の
石
仏
」
第
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
三

月
号
）
に
続
き
、
市
内
の
珍
し
い
石
造
物
（
石
仏
）
を

紹
介
し
ま
す
。 

 

市
内
、
浜
之
郷
に
あ
る
懐
島
山
龍
前
院
と
い
う
曹
洞

宗
の
寺
が
あ
り
ま
す
。
市
内
外
の
寺
院
の
中
で
、
な
ぜ

か
こ
の
寺
の
境
内
に
入
る
と
「
ほ
っ
と
」
し
ま
す
。
幼

稚
園
の
園
児
の
元
気
な
声
を
聞
く
こ
と
も
そ
の
理
由

の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
寺
の
境
内
に
は
、
市
指
定
重
要
文
化
財
、
明
暦

三
年
（
一
六
五
八
）
銘
の
庚
申
塔
を
は
じ
め
十
数
基
の

石
造
物
（
石
仏
）
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
に
親
子
と

思
わ
れ
る
名
が
銘
刻
さ
れ
て
い
る
珍
ら
し
い
石
仏
が

あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
石
仏
に
出
会
っ
た
の
が
今
か
ら
十
二
年
前
の

平
成
十
年
十
一
月
二
十
日
（
金
）
会
の
石
仏
調
査
の
日

で
す
。
そ
の
石
仏
の
正
面
に
は
、 

 

「
越
後
国 

頭
城
郡 

米
山
腰
猿
下
村 

 

藤
助 

娘 

施
主
瑞
雲
尼
首
座

し

ゅ

そ

」 

側
面
に
は
、 

「
慶
応
元
丑
（
一
八
六
五
）
九
月
吉
日
」 

と
あ
り
高
さ
約
五
十
糎
、
石
仏
と
し
て
は
小
型
の
方
と

思
わ
れ
ま
す
。
文
字
の
上
の
部
分
に
は
大
日
如
来
と
思

わ
れ
る
坐
像
が
蓮
台
と
共
に
浮
彫
り
に
つ
く
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
仏
像
は
智
拳
印
の
印
相
を
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
ま
す
。 

  

子
ど
も
の
頃
、
忍
術
使
い
と
い
っ
て
、
こ
の
ま
ね
を

し
て
木
立
の
影
に
か
く
れ
た
り
、
高
い
所
か
ら
飛
び
降

り
た
り
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
親
し
み
を
感
じ
ま
し

た
。 な

ぜ
越
後
の
国
か
、
ま
た
藤
助 

娘
か
、
ま
た
瑞
雲

尼
首
座 

な
ん
だ
ろ
う
三
人
の
人
達
は
。 

そ
の
後
、
当
時
の
住
職
に
石
仏
の
こ
と
、
曹
洞
宗
に

お
け
る
首
座
の
地
位
の
こ
と
、
首
座
に
な
る
た
め
の
百

日
修
業
の
こ
と
な
ど
教
え
を
う
け
ま
し
た
。 

越
後
の
国
、
猿
下
村
へ
の
思
い
が
強
く
、
丁
度
、
翌

年
十
一
年
八
月
、
新
潟
県
上
越
市
直
江
津
に
用
事
が
あ

り
、
現
地
猿
下
村
に
赴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

信
越
本
線
、
柿
崎
駅
よ
り
約
十
二
粁
東
へ
、
旧
村
猿

下
村
は
現
在
の
「
新
潟
県
中
頸
郡
、
柿
崎
町
大
字
猿
毛
」

に
当
る
と
推
定
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
柿
崎
町
町
史

編
さ
ん
室
の
人
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

大
字
猿
毛
な
る
地
に
着
く
と
、
豪
雪
に
耐
え
る
家
屋

が
眼
に
つ
き
雪
深
い
土
地
が
ら
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
、
土
地
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
多

く
の
人
々
が
関
東
へ
杜
氏
（
酒
づ
く
り
の
職
人
ま
た
は

そ
の
長
）
出
稼
ぎ
、
現
在
で
も
群
馬
県
や
埼
玉
県
へ
杜

氏
と
し
て
働
き
に
で
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

昭
和
の
は
じ
め
戸
数
は
四
三
戸
、
同
三
十
年
頃
ま
で

炭
焼
き
が
盛
ん
で
人
口
も
二
七
〇
人
、
同
四
十
年
半
ば

よ
り
過
疎
化
が
進
み
、
同
五
十
年
頃
の
戸
数
は
三
四
戸
、

人
口
一
三
八
人
、
現
在
は
戸
数
二
四
戸
に
な
っ
た
と
い

う
。 
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江
戸
時
代
「
藤
助 

娘
」
は
、
杜
氏
に
関
係
あ
る
人

達
と
一
緒
に
関
東
の
地
に
出
向
い
た
の
で
は
な
い
か

な
ど
の
考
え
も
浮
ん
で
来
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
柿
崎
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
係
の
人
か

ら
手
紙
を
戴
き
、
そ
れ
に
よ
る
と
、 

旧
来
、
猿
毛
に
は
尼
寺
が
二
ヶ
所
あ
り
、
う
ち
一
ヶ

所
は
昭
和
四
十
年
代
ま
で
は
存
続
し
て
お
り
、
現
在
も

そ
の
位
置
が
確
認
で
き
、
敷
地
内
に
い
く
つ
か
の
石
仏
、

石
碑
が
あ
っ
た
よ
う
だ
（
以
下
略
）
。 

推
測
と
し
て
「
越
後 

猿
下
村
」
出
身
の
「
藤
助 

娘
」
な
る
女
性
が
茅
ヶ
崎
の
地
に
赴
き
そ
の
地
で
「
瑞

雲
尼
」
な
る
人
物
に
碑
の
建
立
の
手
助
け
を
う
け
た
の

で
は
？ 

い
ず
れ
に
せ
よ
猿
毛
に
残
る
廃
尼
寺
の
調
査
が
必

要
、
だ
が
現
在
当
地
は
積
雪
が
一
米
二
〇
糎
ほ
ど
あ
り

雪
解
け
を
ま
っ
て
確
認
し
た
い
と
の
内
容
で
し
た
。 

月
並
み
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
地
の
自
然
や
人
情
に

ふ
れ
、
土
地
の
人
の
話
し
を
聞
き
、
初
め
て
、
そ
の
「
藤 

 
 

助 

娘
」
の
有
様
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。 

茅
ヶ
崎
（
浜
之
郷
）
の
「
藤
助 

娘
」
が
、
米
山
腰
、

猿
下
村
に
嫁
い
で
こ
の
地
（
茅
ヶ
崎
）
に
も
ど
り
修 

業
し
て
首
座 

 
 

に
な
っ
た
。 

藤
助
の
娘
が 

瑞
雲
尼
首
座 

で
あ
り
、
娘 

が
父
親
藤
助 

の
た
め
に
供 

養
碑
を
建
立 

し
た
の
で
は 

な
い
か
と
思 

う
よ
う
に
な 

り
ま
し
た
。 

「
山
家
鳥
虫
歌
」

の
中
に
は
「
親
は
子
と
い
う
て
尋
ね
も
す
る
が
、
親
を

尋
ね
る
子
は
稀
な
」
と
、
但
馬
地
方
を
中
心
に
歌
わ
れ

た
歌
が
あ
り
ま
す
。 

世
に
云
う
「
親
の
心
、
子
し
ら
ず
」
と
は
ち
が
っ
た

藤
助
娘
の
厚
い
慈
悲
深
さ
を
思
い
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

尚
、
龍
前
院
参
道
に
六
地
蔵
の
一
基
の
台
座
に
、
世

話
人
瑞
雲
尼
首
座
の
名
が
あ
り
ま
す
。
別
の
地
蔵
尊
台

座
に
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
と
あ
り
、
前
記

「
藤
助 

娘
」
の
碑
に
は
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

と
あ
り
、
こ
の
間
、
二
十
四
年
間
こ
の
地
に
尼
僧
と
し 

て
住
ま
い
、
仏 

の
道
を
説
い
て 

い
た
の
で
は
な 

い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
六
地
蔵
尊 

の
台
座
に
は
、 

女
性
の
名
が
多 

く
み
ら
れ
ま
す
。 

水
子
供
養
に
関 

係
す
る
六
地
蔵 

で
は
な
い
か
と 

思
わ
れ
ま
す
。 

  

柿崎町大字猿毛の農家 

柿崎町大字猿毛 周辺地図 

龍前院参道の六地蔵 
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本
村
・
海
前
寺
の
祀
神
不
明
石
仏
に
つ
い
て 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
化
資
料
館 

須
藤 

格 

 

平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
五
月
二
十
一
日
、
石

仏
調
査
で
本
村
・
海
前
寺
を
訪
ね
た
。
調
査
を
進
め
る

中
で
、
興
味
深
い
石
仏
に
出
会
っ
た
。 

写
真
の
と
お
り
、
二
基
、
墓
地
近
く
の
境
内
の
草
む

ら
に
並
ん
で
置
か
れ
て
い
る
。
向
っ
て
左
の
像
は
、
左

手
に
宝
珠
、
右
手
に
錫

し
ゃ
く

杖
じ
ょ
う

を
持
つ
地
蔵
菩
薩
の
坐
像
で 

 
 
あ
る
。
造
立
は 

「
天
和
三(
一 

六
八
三)

年
二 

月
三
日
」
と
印 

刻
さ
れ
て
い 

る
。
そ
の
右
は 

左
手
に
蓮
華
、 

右
手
に
数
珠 

を
持
つ
坐
像 

で
あ
る
。
造
立 

は
「
天
和
三 

(

一
六
八
三) 

年
二
月
十
四 

日
」
と
印
刻

さ
れ
て
い
る
。
彫
法
は
と
も
に
丸
彫
で
あ
る
。 

 

左
の
地
蔵
菩
薩
の
蓮
座
に
は
「
詠
玉 

禅
童
女
」
と

印
刻
さ
れ
、
右
側
の
坐
像
は
「
□
□ 

禅 

童
子
」（
□

は
欠
損
）
と
印
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
基
の
石
仏
は

独
尊
な
の
か
、
祀
神
は
何
か
、
関
係
性
の
あ
る
も
の
か

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。 

左
の
像
は
、
そ
の
像
容
と
「
童
女
」
と
印
刻
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
子
供
の
守
護
も
し
く
は
供
養
を
祈
願

し
た
地
蔵
菩
薩
と
判
断
で
き
る
。
右
の
も
の
に
関
し
て

は
、
像
容
か
ら
は
祀
神
が
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
「
童

子
」
と
印
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
造
立
が
左
の
像
と
十

一
日
違
い
で
あ
る
こ
と
、
左
の
「
童
女
」
と
印
刻
さ
れ

て
い
る
地
蔵
菩
薩
と
像
容
が
酷
似
し
て
い
て
、
二
基
が

並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
丸
坊
主
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
子
供
の
守
護
、
供
養
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
地

蔵
菩
薩
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
地
蔵
菩
薩
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
宝

珠
と
錫
杖
を
持
た
ず
、
蓮
華
と
数
珠
を
手
に
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
他
の
菩
薩
の
可
能
性
も
あ
る
。
蓮
華
は
「
慈

悲
」
の
象
徴
で
あ
り
、
数
珠
は
「
煩
悩
の
消
滅
」
の
象

徴
で
あ
る
。
こ
の
持
物
の
特
徴
は
、
准
提

じ
ゅ
ん
で
い

観
音

か

ん

の

ん

の
複
数

あ
る
臂
の
二
臂
と
同
じ
で
あ
る
。
地
蔵
菩
薩
を
ベ
ー
ス

に
、
他
の
観
音
の
像
容
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
六
地
蔵
の
像
容
の
一
つ
と
仮

定
す
る
な
ら
ば
、
六
基
あ
る
像
の
う
ち
の
二
つ
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
印
刻
さ
れ
て
い
る
「
童
子
」「
童

女
」
と
い
う
銘
か
ら
、
子
供
の
守
護
、
供
養
の
た
め
の

地
蔵
菩
薩
の
一
様
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
考

え
る
。 

地
蔵
信
仰
は
、
近
世
、
多
様
な
民
間
信
仰
と
習
合
す

る
中
、
塞
の
神
と
も
習
合
し
た
。
や
が
て
賽
の
河
原
の
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信
仰
へ
と
発
展
し
、
地
蔵
は
子
供
の
守
護
菩
薩
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
蔵
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰
は
極
め

て
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
地
域
で
も
古
く
か
ら
根

付
い
て
い
る
信
仰
を
探
る
糸
口
と
も
な
る
、
民
間
信
仰

へ
の
仏
教
的
な
粉
飾
の
素
地
を
な
し
て
い
る
も
の
で

も
あ
る
。
こ
の
二
基
が
造
立
さ
れ
た
時
期
は
、
茅
ヶ
崎

の
地
蔵
菩
薩
の
中
で
も
初
期
の
部
類
に
入
る
。
六
地
蔵

の
一
部
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
も
古
い
も
の
に
な
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
茅
ヶ
崎
に
お
け
る
子
供
の
守
護
、

供
養
の
心
象
、
地
蔵
信
仰
が
表
さ
れ
た
貴
重
な
石
造
物

で
あ
る
。 

 

         

〈
編
集
後
記
〉 

 

記
録
的
猛
暑
の
到
来
で
、
今
年
は
特
に
夏
ら
し
い

「
夏
」
を
満
喫
で
き
ま
し
た
。
悪
く
い
え
ば
過
ご
し
に

く
い
夏
で
あ
っ
た
と
も
受
け
取
れ
ま
す
が
、
ど
れ
も
自

然
界
の
こ
と
で
す
か
ら
人
間
の
思
い
通
り
に
は
な
り

ま
せ
ん
ね
。
自
然
界
と
共
存
し
て
初
め
て
人
間
は
生
き

ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。 

 

野
に
佇
ん
で
い
る
石
仏
も
ま
た
、
元
は
自
然
界
に
あ

っ
た
何
も
手
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
石
こ
ろ
で
す
。
あ

る
人
々
が
そ
れ
ら
に
細
工
を
加
え
、
市
場
に
流
通
さ
せ

ま
す
。
す
る
と
た
だ
の
石
こ
ろ
で
あ
っ
た
も
の
が
人
々

の
祈
り
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
何
ら
か
の
力
が
得
ら
れ

る
と
さ
れ
る
ご
神
体
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
人
間
は
自

然
界
に
あ
る
石
こ
ろ
に
文
化
的
な
価
値
を
与
え
る
と

同
時
に
、
自
然
界
か
ら
得
た
恩
恵
を
自
ら
へ
も
還
元
し

て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
ま
た
自
然
界
と
共
存
す

る
人
間
の
営
み
の
一
端
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

「
ち
が
さ
き
の
石
仏
」
第
一
四
号
で
は
四
名
の
方
に

ご
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
民
俗
全
般
に
広
く
研
究
テ

ー
マ
を
設
定
し
て
お
ら
れ
る
方
、
毎
月
行
っ
て
い
る
石

仏
調
査
を
も
と
に
ご
報
告
下
さ
っ
た
方
、
独
自
の
調
査

で
深
く
石
仏
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
視
点
か
ら
お
ま
と
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
と
地
道
な
努
力
で
進

め
て
き
た
茅
ヶ
崎
の
石
仏
調
査
は
そ
ろ
そ
ろ
集
成
す

る
段
階
へ
き
て
い
ま
す
。
継
続
は
力
な
り
、
ま
さ
に
そ

の
た
ま
も
の
で
し
ょ
う
。
調
査
の
成
果
が
結
果
的
に
自

分
た
ち
へ
還
元
で
き
る
も
の
に
な
れ
ば
よ
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
沼
﨑
） 

〈
お
知
ら
せ
〉 

茅
ヶ
崎
市
文
化
資
料
館
で
は
、
市
教
育
委
員
会
で
収

蔵
し
て
い
る
民
俗
資
料
を
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
共

に
調
査
・
整
理
・
保
存
・
展
示
し
て
い
ま
す
。
石
仏
調

査
も
そ
の
一
環
で
す
。
平
成
二
十
二
年
度
は
茅
ヶ
崎
地

区
を
調
査
し
ま
す
。 

資
料
の
整
理
は
毎
週
木
曜
日
、
ま
た
石
仏
調
査
は
毎

月
第
三
金
曜
日
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
本
誌
「
ち
が
さ
き
の
石
仏
」
へ
の
投
稿

も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 ※
ご
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
一
頁
記
載
の 

連
絡
先
へ
ご
連 

絡
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
本
誌
は 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ 

ー
を
含
め
す
べ 

て
茅
ヶ
崎
市
文 

化
資
料
館
の
ホ 

ー
ム
ペ
ー
ジ
で 

公
開
し
て
お
り 

ま
す
。
そ
ち
ら 

も
ぜ
ひ
ご
利
用 

く
だ
さ
い
。 

 

石仏調査の様子 


