
2015 年（平成 27 年）3 月 15 日    ちがさきの石仏             （第 19 号） 

 - 1 - 

 

円
蔵
中
学
校
の
二
年
生
１０
人
と 

円
蔵
の
石
仏
・
社
寺
を
訪
ね
ま
し
た 

九
月
二
十
六
日
金
曜
日
、
外
歩
き
は
汗
ば
む
ほ
ど

の
良
い
天
気
で
し
た
。
文
化
資
料
館
と
活
動
す
る
会
民

俗
行
事
部
会
の
６
人
は
、
中
学
校
の
学
習
に
ま
ね
か
れ

て
生
徒
た
ち
と
地
区
の
石
仏
や
社
寺
を
回
り
ま
し
た
。 

円
蔵
中
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
に
あ
り

ま
す
。 

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
３
Ｅ(

ス
リ
ー
イ
ー
、

E
n
zo

h
 E

ssen
tial E

d
u
catio

n

の
略)

と
呼
び
、
平
成
１０

年
度
か
ら
子
供
た
ち
が
、
知
識
だ
け
で
な
く
体
験
を
通

し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
べ
る
よ
う
に
設
定
し
、
実
践

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
」 

こ
の
中
に
二
年
生
が
参
加
す
る
「
地
域
の
歴
史
と
民

俗 

歴
史
探
訪
」
と
い
う
分
野
が
あ
り
、
３
組
の
１０
人

が
参
加
し
た
の
で
す
。
民
俗
行
事
部
会
か
ら
小
川
正 

       恭
、
加
藤
幹
雄
、
坂
井
源
一
、
宗 

建
、
源
邦
章
、
平

野
文
明
が
対
応
し
ま
し
た
。
後
日
、
参
加
し
た
生
徒
諸

君
か
ら
、
お
礼
と
感
想
文
が
届
い
た
の
で
、
そ
の
文
章

を
交
え
な
が
ら
、
こ
の
日
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。 

８
時
４０
分
、
図
書
室
に
集
合
。
先
生
方
の
挨
拶
・
自

己
紹
介
。
そ
の
後
、
生
徒
た
ち
の
案
内
で
理
科
室
に

移
動
。 

８
時
５０
分 

生
徒
諸
君
と
対
面
。 

今
回
の
担
当
は
鎌
田
一
昭
先
生
（
理
科
）
で
し
た
。

私
た
ち
部
会
員
の
自
己
紹
介
。
資
料
と
し
て
次
の
も

の
を
配
り
ま
し
た
。 

○｢

中
学
校
付
近
の
歴
史
を
訪
ね
る｣ 

学
ぶ
こ
と
が
ら

（学
習
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
） 

資
料
１ 

最
近
の
地
図 

資
料
２ 

江
戸
時
代 

安
政
六
年
（一
八
五
九
）の
円 

 
 

 
 

 

蔵
村
の
絵
図
な
ど 

引
き
続
き
、
黒
板
に
坂
井
さ
ん
作
成
の
資
料
１
、
２

の
拡
大
版
を
貼
っ
て
、
ま
ず
小
川
さ
ん
が
地
形
の
特
徴
、

戸
数
や
人
口
の
変
化
、
地
名
な
ど
に
つ
い
て
、
平
野
が

江
戸
時
代
の
円
蔵
村
の
成
立
、
領
主
（横
山
氏
・大
（太
）

田
氏
）
と
村
支
配
、
懐
嶋
景
能
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し

ま
し
た
。
ま
た
、
現
地
を
回
っ
て
い
る
と
途
中
に
「猿
」が

出
現
す
る
。
何
匹
の
猿
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
課
題
を
設
け
ま
し
た
。 

               

９
時
４５
分 

中
学
校
を
出
発
。
男
子
と
女
子
に
分

か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
資
料
１
、
２
を
見
な
が
ら
、
見
学
す
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仏 
調 

査 

ニ 

ュ 

ー 
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る
所
、
二
か
所
に
先
導
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
地
図

と
絵
図
を
よ
く
見
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
で
す
。
ま

ず
女
子
グ
ル
ー
プ
が
案
内
。 

①
石
橋
跡
、 

②
小
字
一
本
松
に
問
題
な
く
到
着
。

両
方
と
も
今
は
面
影
も
な
い
が
、
絵
図
に
見
え
る
こ
と

な
ど
を
加
藤
さ
ん
が
説
明
。
次
は
男
子
グ
ル
ー
プ
の
先

導
。 ③

山
王
社
跡 

今
は
稲
荷
社
が
あ
る
。
方
々
に
神

社
な
ど
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
加
藤
さ
ん
が
説
明
。 

④
神
明
宮 

伊
勢
神
宮
を
勧
請
し
た
も
の
な
ど
加

藤
さ
ん
が
説
明
。
次
は
女
子
の
先
導
。 

 

⑤
鶴
田
町
の
道
祖
神 

双
体
で
あ
る
こ
と
、
市
内
に

あ
る
道
祖
神
の
数
、
ど
ん
ど
焼
き
の
こ
と
な
ど
を
坂
井

さ
ん
説
明
。 

⑥
大
日
堂
（
真
光
寺
） 

少
し
奥
ま
っ
て
い
る
の
で
、

な
か
な
か
た
ど
り
着
け
な
い
。
ご
本
尊
の
大
日
如
来
、

境
内
に
あ
る
弘
法
大
師
と
相
模
国
準
四
国
八
十
八
ヶ

所
め
ぐ
り
の
こ
と
な
ど
を
源
さ
ん
が
説
明
。
江
戸
時
代

の
領
主
、
横
山
氏
と
の
関
係
を
平
野
説
明
。
生
徒
さ
ん

の
感
想
は
次
の
と
お
り
。 

 

岩
崎
泰
作 

今
日
は
わ
ざ
わ
ざ
僕
た
ち
に
円
蔵
の

歴
史
を
教
え
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

真
光
寺
が
家
の
中
に
あ
る
な
ん
て
思
っ
て
も
な
か
っ
た
か

ら
、
と
て
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
今
日
の

事
を
忘
れ
ず
、
円
蔵
の
歴
史
な
ど
も
学
ん
で
い
き
た
い

で
す
。 

長
谷
川
遙
香 

本
日
は
、
お
忙
し
い
中
、
円
蔵
中
学

校
に
お
越
し
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

普
段
通
っ
て
い
る
よ
う
な
道
に
も
歴
史
は
た
く
さ
ん
隠

さ
れ
て
い
て
、
と
っ
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
印

象
に
残
っ
た
の
は
、
大
日
堂
の
中
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
で
す
。
と
て
も
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
な
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
あ
ち
こ
ち
に
道
祖
神
が
あ
っ
た
こ
と
も
印

象
的
で
し
た
。
当
時
は
病
気
を
な
お
す
た
め
に
ひ
た
す

ら
神
様
に
お
が
む
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ

く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
と
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。 

吉
野
康
太 

今
回
は
僕
た
ち
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
お

い
で
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
僕
が
一
番

興
味
を
持
っ
た
の
は
大
日
堂
で
す
。
な
ぜ
な
ら
昔
の
ま

ま
保
存
さ
れ
て
い
て
、
す
ご
く
す
て
き
だ
と
思
い
ま
し

た
。
あ
と
輪
光
寺
の
か
っ
ぱ
に
つ
い
て
の
話
も
興
味
深
か

っ
た
で
す
。
日
本
で
有
名
な
「
か
っ
ぱ
ど
っ
く
り
」
が
茅
ヶ

崎
に
も
あ
る
と
知
っ
て
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
今
回
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

次
は
男
子
グ
ル
ー
プ
の
先
導
。 

⑦
輪
光
寺 

最
短
の
道
路
を
歩
か
な
か
っ
た
の
で
回

り
道
と
な
っ
た
が
先
導
を
ま
か
せ
ま
し
た
。
本
堂
前
の
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賽
銭
箱
に
あ
る
地

蔵
菩
薩
を
表
す
梵

字
の
「
イ
」
、
ご
本
尊

が
地
蔵
菩
薩
で
あ

る
こ
と
、
境
内
に
あ

る
二
体
の
地
蔵
立

像
、
庚
申
塔
と
銘

文
の
事
な
ど
を
平

野
説
明
。
弘
法
大

師
の
坐
像
と
立
像

を
源
さ
ん
説
明
。
カ

ッ
パ
ド
ッ
ク
リ
の
昔
話
と
河
童
に
つ
い
て
宗
さ
ん
説
明
。 

 

角
田
智
哉 

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
円
蔵
に
き
て
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
僕
が
一
番
印
象
に

残
っ
た
の
は
輪
光
寺
の
カ
ッ
パ
や
猿
で
す
。
理
由
は
、
カ

ッ
パ
は
見
た
こ
と
な
か
っ
た
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
と
少
し
違
っ

て
い
た
が
、
と
て
も
迫
力
が
あ
っ
て
、
猿
は
、
か
な
り
昔

に
作
ら
れ
て
い
て
す
ご
か
っ
た
か
ら
で
す
。
道
祖
神
が
た

く
さ
ん
あ
っ
て
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
歩
い
て
い
た
ら
道

端
に
道
祖
神
を
探
し
て
み
た
い
で
す
。
オ
チ
ョ
バ
ン
バ
の

昔
話
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
江
戸
時
代
に
円
蔵
は

円
蔵
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
に
驚
き
ま
し
た
。
今
日
は
、

一
日
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

⑧
阿
弥
陀
堂
（
了
覚
院
） 

領
主
大
（
太
）田
氏
と
了

覚
院
の
関
係
、
境
内
の
石
仏
、
オ
チ
ョ
バ
ン
バ
の
事
な
ど

を
坂
井
さ
ん
説
明
。 

（予
定
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
部

会
員
が
先
導
す
る
こ
と
に
し
た
。
） 

⑨
神
明
大
神 
祭
神
の
天
照
大
神
の
こ
と
、
伊
勢
神

宮
の
勧
請
と
鎮
守
の
設
置
、
神
社
彫
刻
な
ど
を
平
野

説
明
。
裏
側
に
回
っ
て
、
懐
嶋
景
義
（
能
）
の
立
像
と
⑩

懐
嶋
氏
の
館
跡
を
見
た
。 

青
木 

渚 

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
円
蔵
中
学
校
に

来
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
が

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
神
明
宮
に
も
懐
嶋
景
義

の
石
像
が
あ
っ
た
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
大
切
な

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
家
の
近

く
に
あ
る
の
で
す
が
初
め
て
見
ま
し
た
。
と
て
も
ビ
ッ
ク

リ
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
貴
重
な
体
験
が
で
き
て
と
っ
て
も

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

大
池
玲
未 

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
私
た
ち
に
円
蔵

付
近
の
歴
史
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
り
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
お
寺
や
神
社
に
行
き
ま
し

た
が
、
一
番
、
神
明
宮
に
あ
っ
た
、
懐
嶋
景
義
の
お
墓
と

石
像
が
印
象
的
で
し
た
。
理
由
は
懐
嶋
景
義
は
、
源
頼

朝
の
時
代
に
こ
の
近
く
で
生
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

と
て
も
貴
重
な
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
神
社
と
か
お
寺
を
見
た
と
き

は
、
興
味
を
持
っ
て
少
し
見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

大
川
拓
真 

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
円
蔵
中
学
校
に

き
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
円
蔵
の

神
社
や
寺
な
ど
ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
様
が
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
天
照
大
神
は
ス
サ
ノ
オ
と
け
ん

か
し
て
洞
く
つ
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
太
陽
が
隠
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
太
陽
の
神
な
ん

だ
な
と
言
う
の
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

⑪
石
橋
跡 

今
は
石
橋
は
な
い
が
、
そ
ば
の
商
店
の

名
前
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
小
川
さ
ん
説
明
。 
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⑫
山
王
社 

境
内
に
あ
る
道
祖
神
の
こ
と
な
ど
を

平
野
説
明
。 

１２
時 

学
校
に
帰
着
。
理
科
室
に
戻
っ
て
ま
と
め
。

宗
さ
ん
が
模
造
の
カ
ッ
パ
ド
ッ
ク
リ
を
披
露
。
生
徒
さ
ん

か
ら
お
礼
の
言
葉
。
コ
ー
ス
全
体
に
つ
い
て
の
生
徒
さ
ん

の
感
想
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。 

加
藤 

栞 

本
日
は
大
変
お
忙
し
い
中
、
私
た
ち
の

た
め
に
時
間
を
さ
い
て
円
蔵
付
近
の
歴
史
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
り
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
が
す
ん
で
い
る
の
は
今
は
鶴
が
台
で
す
が
、
昔
は
円

蔵
に
住
ん
で
い
た
の
で
見
た
こ
と
の
あ
る
風
景
や
道
に
、

こ
ん
な
深
い
歴
史
が
か
く
さ
れ
て
い
る
な
ん
て
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。
本
日
学
ば
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
の
文
化
、
歴
史
を
私
た
ち
か
ら
次
の
世
代
へ

つ
な
げ
て
伝
え
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
。
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

福
岡
満
里
奈 

今
日
は
、
お
忙
し
い
中
、
円
蔵
中
学

校
に
お
越
し
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
、

お
祭
り
が
大
好
き
で
、
い
ろ
い
ろ
な
神
社
に
行
く
の
で

す
が
、
し
っ
か
り
と
地
蔵
や
如
来
像
な
ど
気
に
か
け
な

が
ら
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
、
良
い
体
験
を

し
、
地
蔵
や
如
来
像
を
見
る
と
き
の
意
識
が
変
わ
り
、

こ
れ
か
ら
お
寺
に
行
っ
て
地
蔵
や
如
来
像
を
見
た
と
き

は
一
つ
一
つ
の
表
情
や
格
好
を
見
て
、
気
に
な
っ
た
も
の

は
調
べ
て
い
き
、
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

山
縣
勇
斗 

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
僕
た
ち
円
中
生

の
た
め
に
来
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
日
の
学
習
を
す
る
前
は
僕
た
ち
の
身
近
に
あ
る

神
社
や
歴
史
な
ど
に
も
あ
ま
り
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
で
す
が
、
学
習
を
し
た
後
は
自
分
た
ち
の
身

近
な
と
こ
ろ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
深
い
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
き
、
興
味
が
出
て
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
、
コ
ー
ス
内
で
見
た
「
猿
」
は
、
輪
光
寺
境
内
の

庚
申
塔
に
６
匹
、
山
王
社
に
３
匹
で
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
文
責 

平
野
）  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

室
田
永
昌
寺
石
燈
籠
の
銘
「
臺
徳
院
殿
」
は
誰 
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永
昌
寺
の
境
内
に
寛
永
寺
燈
籠
ま
た
は
増
上
寺
燈

籠
（
以
下
寛
永
寺
型
）
と
よ
く
似
た
石
燈
籠
が
あ
る
。

基
礎
か
ら
宝
珠
先
端
ま
で
の
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
弱
。

寛
永
寺
型
に
は
指
図
（
寸
法
絵
図
）
ら
し
い
図
面
（
「
増

上
寺
徳
川
家
廟
所
の
風
景
（八
）
伊
藤
友
巳
」
）が
残
さ

れ
て
い
て
、
総
高
さ
、
「
地
形
よ
り
二
尺
八
寸
八
分
（
約

三
メ
ー
ト
ル
）
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
寛
永
寺
型
の

三
分
の
二
の
大
き
さ
で
あ
る
。
そ
の
柱
に
刻
ま
れ
て
い

る
銘
文
は 

 
 

奉
獻
石
燈
籠 

一
基 

 
 

高
臺
院
殿 

□(

菩)

提
前 

 
 

 
 

貞
享
三
丙
寅
閏
三
月
廿
一
日
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

田
中
又
左
衛
門
尉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

楢
処(

久) 

銘
文
の
高
台
院
殿
と
い
う
人
物
は
だ
れ
な
の
か
。
田

中
又
左
衛
門
尉
の
名
前
の
「楢
」字
が
手
偏
、
崩
し
字
で

は
木
偏
が
手
偏
の
よ
う
に
書
か
れ
る
が
、
下
の
字
が
「処
」

か
「
久
」
か
、
二
字
続
け
る
と
、
な
ん
と
読
む
か
が
分
か

ら
な
い
。
以
下
そ
の
解
明
を
書
い
て
お
く
。 

大
名
旗
本
諸
家
の
系
譜
を
集
成
し
た
も
の
に
『寛
政

重
修
諸
家
譜
』
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
む
索
引
書
の

『
読
史
備
要
目
次(

東
大
史
料
編
纂
所
編)

』
の
「
法
号

并
称
号
索
引
」(

こ
の
項)

を
見
る
と
「高
臺
院
」の
法
号 
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に
五
名
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
五
名
の
中
に
は
当
然
、
高
臺

院
湖
月
心
会(

浅
野
氏
、
寧
子
、
豊
臣
秀
吉
室)

が
あ

る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
法
名
で
高
臺
院
と
い
え
ば
高

臺
寺
の
開
基
「
ね
ね
」
で
あ
り
そ
れ
以
外
を
知
ら
な
い
。 

残
る
四
名
を
さ
ら
に
絞
り
、
「
指
厳
道
徹
・
酒
井
忠

隆
」
を
有
力
候
補
に
選
ぶ
。
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は

「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
て

使
い
や
す
い
。 

巻
第
六
十
一
、
清
和
源
氏
。
義
家
流
松
平
別
流
。

忠
利
系
酒
井
氏
に
忠
隆
が
出
て
い
る
。
「
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
閏
三
月
二
十
一
日
。
小
浜
に
を
い
て
卒

す
。
年
三
十
六
。
指
厳
道
徹
高
臺
院
と
号
す
。
葬
地

忠
直
に
お
な
じ(

小
浜
空
印
寺)

。
」
紋
所
は
丸
に
劔
鳩

酸
草(

劒
片
喰)

。
「
酒
井
忠
隆
」
の
検
索
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ

ィ
ア
の
記
述
内
容
が
分
か
り
や
す
い
。 

 

高
臺
院
殿
は
若
狭
小
浜
藩
第
三
代
藩
主
酒
井
忠
隆

で
あ
る
と
特
定
で
き
た
。
卒
年
月
日
も
石
燈
籠
に
刻
ん

で
あ
る
年
月
日
と
一
致
す
る
。 

次
は
、
石
燈
籠
を
奉
献
し
た
田
中
又
左
衛
門
尉
の

名
前
で
あ
る
。
小
浜
藩
の
枢
要
な
地
位
の
家
臣
で
あ
ろ

う
こ
と
が
想
定
で
き
る
。 

『
小
浜
藩
士
由
緒
書
、
御
家
中
由
緒
書
・
五
』(

早
稲

田
大
学
古
書
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス)

と
い
う
の
が
あ

る
。
以
呂
波
似
の
順
「
多
」の
項
に
初
代
、
本
国
上
州
新

田
田
中
村
、
田
中
又
左
衛
門
直
勝
。
二
代
、
田
中
又

左
衛
門
楢
久
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
名
前
の
「
処
」
は

「
久
」
で
あ
っ
た
。
素
直
に
楢
久
と
読
め
る
。
楢
久
は
万

治
二
年
（
一
六
五
九
）
家
老
職
に
就
き
、
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）
士
大
将
格
式
、
禄
千
二
百
石
と
な
り
隠

居
。
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
十
一
月
江
戸
で
病
死
。

八
十
歳
。 

こ
の
石
燈
籠
は
檀
家
さ
ん
か
ら
奉
納
さ
れ
た
も
の
と

伺
っ
て
い
る
。
寛
永
寺
燈
籠
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
う
寛
永
寺
型
と
は
異
な
る
こ

と
は
先
に
述
べ
た
。
寛
永
寺
型
で
は
燈
籠
の
笠
に
三
つ

葉
葵
紋
を
表
す
が
、
永
昌
寺
の
石
燈
籠
の
笠
に
は
丸
に

剣
片
喰
紋
と
な
っ
て
い
る
。 

徳
川
家
と
酒
井
家
は
遠
い
姻
戚
関
係
と
い
う
。
酒

井
家
は
丸
に
剣
片
喰
を
紋
所
と
し
て
い
る
が
元
々
は
三

つ
葉
葵
紋
で
あ
っ
た
。
徳
川
家
に
三
つ
葉
葵
紋
を
譲
っ
た

と
す
る
三
説
の
一
つ
が
酒
井
家
で
あ
る(

『
改
正
三
河

後
風
土
記
』に
「三
葵
御
紋
御
治
定
并
酒
井
家
酸
醤
紋

付
戸
田
宗
光
帰
順
の
事
」の
段
に
詳
述) 

「
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
酒
井
家
東
京
本
邸
内

の
墓
地
を
改
修
」の
記
述
が
あ
っ
た
。
忠
隆
の
葬
地
は
小

浜
空
印
寺(

八
百
比
丘
尼
入
定
地)

、
現
在
も
酒
井
家

墓
地
に
忠
隆
の
墓
石
が
あ
る
。(

小
浜
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ)

墓
地
改
修
と
こ
の
石
燈
籠
と
の
関
連
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

『
柳
島
の
観
音
霊
場
巡
拝
塔
の
銘
文
あ
れ
こ
れ
』
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 
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前
号
掲
載
の
『柳
島
の
観
音
霊
場
巡
拝
塔
の
銘
文
あ

れ
こ
れ
』
に
関
し
て
藤
間
雄
蔵
氏
か
ら
不
確
か
な
記
述

や
想
像
で
書
い
た
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
ご
教
授
と
関
係

す
る
収
蔵
資
料
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申

し
上
げ
要
点
を
記
録
し
て
お
く
。 

一
、
紀
年
銘 

 

背
面
、
旹
弘
化
三
年(

一
八
四
六)

□
丙
午
。
□
に
は

「
在
」
が
入
る
。
「
ひ
の
え
う
ま
に
あ
り
」
と
訓
む
。
木
星

は
漢
名
で
歳
星
と
い
い
、
冬
至
の
月
の
歳
星
の
位
置
で

十
二
支
の
「
何
ど
し
」
と
き
め
た
。
木
星
は
公
転
周
期
が

十
二
年
で
ほ
ぼ
一
周
す
る
の
で
十
二
支
を
充
て
て
表
し

た
。 

二
、
「救
世
地
蔵
尊
」も
藤
間
善
五
郎
（柳
庵
）の
筆
か 

 

藤
間
家
に
は
、
書
を
能
く
し
た
柳
庵
の
書
や
軸
、
そ

れ
ら
を
籠
字
に
し
て
残
さ
れ
た
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い 

る
。
「地
蔵
菩
薩
種
子
カ
・救
世
地
蔵
」を
拝
見
。
銘
の 



2015 年（平成 27 年）3 月 15 日    ちがさきの石仏             （第 19 号） 

 - 7 - 

文
字
と
酷
似
し
て
い
る
。
柳
庵
の
筆
で
あ
っ
た
。 

三
、
小
川
七
郎
右
衛
門
と
藤
間
善
五
郎
の
年
齢 

 

小
川
七
郎
右
衛
門
の
墓
碑
銘
の
拓
本
か
ら
、
行
年
六

十
八
歳
。
安
政
六(

一
八
五
九)

乙
未
星
。
藤
間
善
五

郎
の
生
年
は
享
和
元
年(

一
八
〇
一)

。
十
歳
違
い
で
あ

っ
た
。 

四
、
「
奉
献
百
番
観
世
音
菩
薩
」
が
正
面 

 

こ
の
面
の
銘
文
を
自
然
光
で
明
瞭
に
写
す
こ
と
は
太

陽
の
位
置
と
よ
く
よ
く
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

藤
間
雄
蔵
氏
が
撮
影
し
た
写
真
を
載
せ
て
お
く
。 

       

五
、
天
保
十
四
年(

一
八
四
三)

伊
勢
参
宮 

 

藤
間
善
五
郎
と
小
川
七
郎
右
衛
門
が
伊
勢
参
り
を

し
て
い
る
が
、
そ
の
十
三
年
前
の
文
政
十
三
年(

一
八

三
○)

に
藤
間
善
五
郎
が
大
和
（
奈
良
）
を
訪
れ
て
い

る
。
。
数
え
で
三
十
歳
の
時
で
あ
る
。
「
文
政
十
三
年
七

月
藤
間
善
五
郎
大
和
廻
歴
之
・
・
・
以
下
失
」
「
大
和
国

宇
智
郡
五
条
外
栄
山
寺
鐘
銘
小
野
道
風
勅
筆
」
の
拓

本
を
購
っ
た
添
え
書
き
か
ら
知
れ
る
。 

相
模
国
準
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

源 

邦
章 

一
．
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
と
は 

 

徳
島
・
高
知
・
愛
媛
・
香
川
の
４
県
に
亘
り
、
八
十
八

ヶ
所
の
霊
場
を
設
置
し
、
こ
れ
を
廻
り
参
拝
す
る
事
を

「
四
国
遍
路
」
ま
た
は
「
お
遍
路
さ
ん
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。 旧

国
名
阿
波
に
二
十
三
ヶ
寺
、
土
佐
に
十
六
ヶ
寺
、

伊
予
に
二
十
六
ヶ
寺
、
讃
岐
に
二
十
三
ヶ
寺
あ
り
ま
す
。

八
十
八
ヶ
所
の
成
立
に
つ
い
て
は
定
説
は
あ
り
ま
せ
ん

が
鎌
倉
時
代
よ
り
高
野
聖
が
四
国
へ
渡
り
、
阿
波
か
ら

巡
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。
全
距
離

は
千
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
に
及
び
、
歩
い
て
は
六
十

日
以
上
か
か
る
と
の
事
で
す
。 

二
．
相
模
国
準
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
り
の
誕
生 

藤
沢
鵠
沼
の
浅
場
太
郎
右
衛
門
の
父
が
下
総
国
相

馬
郡
に
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
り
を
真
似
た
霊
場
が
あ

る
こ
と
を
知
り
、
相
模
国
に
も
霊
場
を
作
り
た
い
と
考

え
ま
し
た
。
太
郎
右
衛
門
は
父
の
意
志
を
継
ぎ
、
近
在

の
普
門
寺
の
善
応
密
師
に
相
談
し
、
善
応
は
弟
子
の
浄

心
に
四
国
よ
り
砂
を
取
り
寄
せ
、
大
師
像
を
作
り
、
文

政
三
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
翌
年
各
所
に
配
置
し
ま
し

た
。 現

在
で
は
藤
沢
四
十
四
ヶ
所
、
茅
ヶ
崎
二
十
五
ヶ
所
、

鎌
倉
九
ヶ
所
、
寒
川
九
ヶ
所
、
横
浜
一
ヶ
所
に
渡
り
、

総
距
離
は
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
で
い
ま
す
。
配

置
は
浅
場
氏
が
中
心
で
普
門
寺
に
相
談
し
た
事
に
よ

り
、
光
栄
あ
る
第
一
番
札
所
は
普
門
寺
の
本
山
の
藤

沢
感
応
院
で
あ
り
、
最
終
八
十
八
番
札
所
を
普
門
寺

に
置
い
て
い
ま
す
。
そ
の
範
囲
は
藤
沢
を
中
心
に
藤
沢

宿
の
助
郷
の
範
囲
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
定
助
郷
と

加
助
郷
の
範
囲
） 

三
．
弘
法
大
師
石
像 

各
霊
場
に
安
置
さ
れ
て
い
る
弘
法
大
師
の
石
像
は
、

文
政
三
～
四
年
（
一
八
二
〇
～
二
一
）
に
多
く
造
ら
れ
、

順
次
安
置
さ
れ
た
も
の
で
、
安
置
先
は
既
に
決
ま
っ
て

い
た
様
で
し
た
。 

弘
法
大
師
像
は
、
台
石
の
上
に
法
衣
を
着
た
大
師

が
座
り
、
右
手
に
五
鈷
杵
（
ご
こ
し
ょ
）
を
持
ち
、
左
手

に
数
珠
を
持
っ
た
僧
形
で
す
。
台
石
に
は
正
面
に
沓

（く
つ
）と
水
差
し
が
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。 

大
師
信
仰
は
元
来
真
言
宗
で
す
が
、
曹
洞
宗
や
浄

土
宗
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
大
師
堂
に
つ
い
て
は
、
当

初
よ
り
建
造
さ
れ
た
か
は
不
詳
で
す
が
、
鵠
沼
浅
場
氏

墓
地
、
津
村
宝
善
院
、
普
門
寺
別
当
の
三
ヶ
寺
が
立
派
。

次
い
で
最
近
の
建
造
で
は
、
西
久
保
の
宝
生
寺
と
柳
島

の
善
福
寺
が
比
較
的
整
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

四
．
ご
詠
歌 

本
四
国
の
ご
詠
歌
は
、
多
数
の
人
々
に
よ
り
長
い
年

月
を
掛
け
て
作
ら
れ
た
の
で
、
良
く
洗
練
さ
れ
巧
み
に 
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仏
教
思
想
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
相
模
の
ご
詠
歌
は

一
人
の
人
が
、
永
年
に
わ
た
り
作
っ
た
も
の
で
、
並
々
な

ら
ぬ
努
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
内
容
的
に
は
仏

や
神
の
恵
み
、
稔
り
の
秋
、
自
然
な
ど
を
詠
い
な
が
ら
、

そ
の
言
葉
の
中
に
地
名
、
山
号
名
、
寺
院
名
、
本
尊
名

等
を
巧
み
に
織
り
込
ん
で
い
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
を
一

人
で
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

本
当
に
偉
大
だ
と
思
い
ま
す
。
因
み
に
柳
島
・
善
福
寺

の
二
基
の
ご
詠
歌
を
掲
げ
ま
す
。 

打
ち
な
び
く 

春
は
緑
の 

柳
島 

 

夏
は
涼
し
き 

か
げ
と
こ
そ
な
れ 

吹
く
風
に 

靡
く
柳
の 

緑
よ
り 

な
お
し
た
わ
る
る 

法
の
恵
み
は 

以
上
の
よ
う
に
両
ご
詠
歌
と
も
柳
の
字
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

五
．
茅
ヶ
崎
に
於
け
る
大
師
像 

（
１
）
茅
ヶ
崎
の
弘
法
大
師
像
は
現
在
二
十
五
基
あ
り

ま
す
。
当
初
は
二
十
四
基
で
し
た
が
円
蔵
寺
に
あ
る
二

基
の
内
一
基
は
、
移
っ
て
き
た
も
の
で
す
。 

茅
ヶ
崎
市
内
で
一
寺
に
大
師
像
が
二
基
あ
る
お
寺

は
、
柳
島
の
善
福
寺
、
茅
ヶ
崎
の
円
蔵
寺
、
赤
羽
根
の

西
光
寺
の
三
寺
に
あ
り
ま
す
。
善
福
寺
へ
は
同
じ
柳
島

の
地
蔵
院
、
円
蔵
寺
は
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
寒
川
の

廃
寺
・
東
覚
寺
、
そ
し
て
西
光
寺
は
同
じ
赤
羽
根
の
満

蔵
寺
薬
師
堂
か
ら
移
っ
て
い
ま
す
。 

（
２
）観
音
堂
・地
蔵
堂
等
の
堂
内
安
置
の
お
大
師
様
は
、

小
和
田
の
阿
弥
陀
堂
、
北
茅
ヶ
崎
の
観
音
堂
、
円
蔵
の

大
日
堂
、
堤
の
地
蔵
堂
の
四
ヶ
所
に
あ
り
他
は
寺
院
の

境
内
に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
寺
院
の
境
内
に
あ
る
も
の

で
も
多
く
は
大
師
堂
を
作
り
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
一
部
の
大
師
像
は
露
座
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま

す
。
（西
光
寺
の
二
基
や
玄
珊
寺
等
） 

（３
）平
成
二
十
二
年
に
文
化
人
ク
ラ
ブ
で
こ
の
八
十
八

ヶ
所
巡
り
を
計
画
、
同
年
中
に
茅
ヶ
崎
の
二
十
五
基

（
二
十
二
ヶ
所
）
を
巡
り
ま
し
た
。
（
延
四
日
間
で
二
十

五
基
） 

①
茅
ヶ
崎
・
南
湖
・
松
尾
・
柳
島
・
下
町
屋
方
面 

 
 

 

八
基
（六
ヶ
所
） 

②
小
和
田
・菱
沼
・赤
羽
根
方
面 

七
基
（六
ヶ
所
） 

③
浜
之
郷
・円
蔵
・西
久
保
・北
茅
ヶ
崎
方
面 

六
基 

④
香
川
・下
寺
尾
・堤
・甘
沼
方
面 

四
基 

 

そ
の
結
果
、
茅
ヶ
崎
市
内
の
二
十
五
基
は
全
て
現
存

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
茅
ヶ
崎
市
外
を
巡
っ
て
い
ま

す
が
、
寒
川
町
内
の
九
基
は
現
存
し
て
い
ま
す
が
、
藤

沢
市
内
の
四
十
四
基
の
内
二
基
（
藤
沢
舟
久
保
不
動

院
と
砂
山
観
音
堂
）
が
探
し
当
て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

八
十
八
ヶ
所
巡
り
は
、
あ
と
藤
沢
の
一
部
と
鎌
倉
九

基
・
横
浜
一
基
を
残
し
て
い
ま
す
が
一
応
終
了
さ
せ
ま

し
た
。
残
り
は
是
非
他
日
巡
る
機
会
を
作
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。 

参
考
図
書 

 

樋
田
豊
宏
著
『相
模
国
準
四
国
八
十
八
ヶ
所
』（平
成

十
六
年 

自
刊
） 

一
七
、
二
十
一
、
二
十
二
頁 

   

柳島善福寺の弘法大師像二基 

寒川町内から移された像 
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茅
ヶ
崎
の
神
社
彫
刻 

そ
の
６ 

鶴
に
乗
っ
て
空
を
飛
ぶ
仙
人
の
は
な
し 

平
野 

文
明 

 
 

一 

平
成
二
十
二
年
九
月
発
行
の
「
石
仏
新
聞
」
十
四
号

に
「
本
村
八
王
子
神
社
の
彫
刻 

―
剣
を
持
つ
男
の
正

体
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
同
神
社
の
向
拝
（
こ
う
は
い
・

ご
は
い
）
彫
刻
の
中
心
は
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
で
奮

闘
努
力
中
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
で
す
が
、
そ
の
そ
ば
に

鶴
に
乗
っ
て
空
を
飛
ぶ
お
じ
い
さ
ん
の
彫
刻
が
あ
り
、
こ

の
お
じ
い
さ
ん
の
正
体
が
わ
か
ら
な
い
と
書
い
た
と
こ
ろ
、

文
化
資
料
館
で
学
芸
員
の
仕
事
を
し
て
い
る
Ａ
女
史
か

ら
、
「
鶴
に
乗
る
仙
人
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
パ
ソ
コ
ン

 

で
画
像
検
索
す
る
と
た
く
さ
ん
ヒ
ッ
ト
す
る
よ
と
ア
ド

バ
イ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
試
し
て
得
た
い
く
つ

か
の
ネ
ッ
ト
情
報
を
も
と
に
、
今
回
は
、
こ
の
お
じ
い
さ

ん
の
正
体
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
画
像
は
、
全

国
各
地
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
人
が
ア
ッ
プ
し
て
い
る
サ
イ
ト
、

つ
ま
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
ブ
ロ
グ
に
あ
る
も
の
で
す
。
サ

イ
ト
再
検
索
の
た
め
に
、
本
来
な
ら
そ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
表

示
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
に
文
章
で
表
現
す
る
場

合
は
煩
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、
サ
イ
ト
内
で
用
い
ら
れ

て
い
る
用
語
を<

 
>

で
く
く
っ
て
記
し
て
お
き
ま
す
の
で
、

興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
こ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て

検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
（
し
か
し
、
キ
ー
ワ
ー
ド
検

索
で
は
う
ま
く
ヒ
ッ
ト
し
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
こ

と
わ
っ
て
お
き
ま
す
。
） 

二 

鶴
に
乗
っ
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
は
中
国
生
ま
れ
の
仙

人
で
し
た
。
し
か
し
同
じ
よ
う
な
仙
人
は
何
人
か
い
る

よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、 

（
事
例
一
）〈
日
光
東
照
宮
の
不
思
議
再
発
見 

そ
の
二

六 

陽
明
門
背
面
の
霊
獣
に
乗
っ
た
仙
人
た
ち
の
彫

刻
〉
と
い
う
サ
イ
ト
に
は
六
人
の
仙
人
の
彫
刻
な
ど
が

紹
介
さ
れ
て
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
（
略
）
陽
明
門
正
面
に
は
儒
教
で
理
想
と
さ
れ
る
人

物
・
聖
賢
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
背
面
の
下

層
組
物
間
に
は
正
面
と
は
異
な
り
、
道
教
で
理
想
と

さ
れ
る
人
物
・
仙
人
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
略
）

陽
明
門
背
面
の
下
層
組
物
間
の
霊
獣
に
乗
っ
た
仙
人

た
ち
の
彫
刻
は
下
記
の
通
り
で
す
。
何
故
、
こ
の
七
人

が
選
ば
れ
た
か
は
不
明
で
す
。
口
か
ら
魂
を
吐
き
出
し

て
い
る
鉄
拐
（
て
っ
か
い
）
仙
人
。
鳳
凰
に
乗
っ
た
梅
福

（
ば
い
ふ
く
）
仙
人
。
鶴
に
乗
る
王
子
喬
（
お
う
し
き
ょ

う
）
。
天
空
を
飛
び
回
っ
て
い
る
費
長
房
（
ひ
ち
ょ
う
ぼ

う
）
を
見
上
げ
る
３
人
の
人
物
。
笠
で
空
を
飛
ぶ
鐘
離

権
（
し
ょ
う
り
け
ん
）
。
龍
に
乗
る
黄
仁
覧
（
お
う
じ
ん

ら
ん
）。
鯉
に
乗
る
琴
高
（き
ん
こ
う
）
仙
人
。
」（注 

仙

人
の
名
前
の
読
み
は
筆
者
。
以
下
同
じ
） 

本村八王子神社 

 鶴に乗ったおじいさん 

本村八王子神社 向拝の彫刻 
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今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
鶴
に
乗
る
お
じ
い
さ
ん
に
関

係
す
る
の
は
、
鶴
に
乗
る
王
子
喬
、
鳳
凰
に
乗
る
梅
福

仙
人
、
姿
の
表
現
さ
れ
て
い
な
い
費
長
房
で
す
。 

こ
の
サ
イ
ト
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
像
の
脇
に
次
の
よ

う
な
解
説
が
あ
り
ま
す
。
「
梅
福
仙
人 

中
国
・
前
韓
の

時
代
の
九
江
郡
寿
春
の
人
で
妻
子
を
捨
て
、
九
江
を
離

れ
て
仙
人
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
「
王
子
喬 

中

国
・
周
代
の
仙
人
。
（
略
）
白
い
鶴
に
ま
た
が
り
、
笙(

し

ょ
う)

を
吹
い
て
雲
中
を
飛
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
」

「
天
空
を
飛
び
回
っ
て
い
る
費
長
房
を
見
上
げ
る
３
人

の
人
物 

不
思
議
な
こ
と
に
費
長
房
本
人
の
彫
刻
は
あ

り
ま
せ
ん
。
（
略
）
費
長
房
は
、
漢
代 

の
汝
南
（
じ
ょ
な

ん
）
県
の
町
役
人
で
壺
公
の
弟
子
。
仙
道
の
奥
義
の
試

験
に
失
敗
し
た
も
の
の
、
地
仙
（
筆
者
注
：
位
の
低
い
仙

人
） 

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
費
長
房
も
鶴
に

乗
っ
た
仙
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
」
さ
ら
に
、
費

長
房
の
姿
が
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
左
隣
の

王
子
喬
が
鶴
に
乗
っ
て
い
る
の
で
重
複
を
避
け
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
」
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
王
子

喬
と
さ
れ
て
い
る
仙
人
は
、
笙
を
吹
い
て
お
ら
ず
、
鶴
の

背
で
巻
物
を
広
げ
て
い
る
絵
柄
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
鶴
に
乗
っ
て
巻
物
を
広
げ
る
仙
人
を
王

子
喬
と
す
る
例
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。 

（
事
例
二
）
福
岡
県
久
留
米
市
草
野
町 

須
佐
能
袁

（
す
さ
の
お
）
神
社
の
楼
門
の
、
鶴
に
乗
っ
て
巻
物
を
広

げ
て
い
る
仙
人
を
王
子
喬
と
し
て
い
ま
す
。
〈
亀
松
Ｎ
Ｅ

Ｔ 

狛
亀
・亀
像
ス
ポ
ッ
ト 

佐
能
袁
神
社
〉 

（
事
例
三
）
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
宮
内
町 

日
牟
禮

（
ひ
む
れ
）
八
幡
宮
の
楼
門
の
、
巻
物
を
広
げ
て
鶴
に
乗

っ
た
仙
人
を
王
子
喬
と
。
〈亀
松
Ｎ
Ｅ
Ｔ 

狛
亀
・亀
像
ス

ポ
ッ
ト 

日
牟
禮
八
幡
宮
〉 

（
事
例
四
）
兵
庫
県
姫
路
市
白
国 

随
願
寺 

本
堂
の

彫
刻
に
鶴
に
乗
っ
て
巻
物
を
広
げ
て
見
て
い
る
仙
人
を

王
子
喬
と
。
〈
亀
松
Ｎ
Ｅ
Ｔ 

狛
亀
・
亀
像
ス
ポ
ッ
ト 

随

願
寺
【そ
の
１
】〉 

（
事
例
五
）
群
馬
県
富
岡
市
富
岡
の
成
田
山
不
動
院
の

外
壁
に
た
く
さ
ん
あ
る
鏝
絵
（
こ
て
え
）
（
注 

漆
喰
を

塗
り
あ
げ
て
立
体
感
を
表
し
た
絵
）
を
紹
介
し
た
サ
イ

ト
〈
鏝
絵
細
工
を
探
す
旅 

～ 

極
彩
色
の
後
を
遺
す

不
動
堂
の
二
十
四
孝
（群
馬
県
富
岡
市
）
〉
に
、
鶴
に
乗

る
女
性
像
と
思
わ
れ
る
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
「
鶴

に
乗
っ
て
い
る
の
は
王
子
喬
と
い
う
仙
人
で
、
周
の
霊
王

(

？
～
紀
元
前
五
四
五)

の
太
子
と
い
わ
れ
笙
を
吹
く

の
が
巧
み
で
（略
）
」
と
い
う
解
説
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
写
真
が
不
鮮
明
で
持
ち
物
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
巻
物
を
広
げ
て
い
る
仙
人
を
王
子
喬
と
断
定

し
な
い
サ
イ
ト
も
あ
り
ま
す
。 

（
事
例
六
）
〈
養
父
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

名
草
神
社
の
本

殿
と
拝
殿
〉
で
兵
庫
県
養
父
市
八
鹿
町
妙
見
区
に
あ

る
名
草
神
社
の
本
殿
向
拝
の
彫
刻
が
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
解
説
に
「
本
殿
向
拝
の
正
面
に
み
え
る
蟇
股

に
は
亀
仙
人
、
鶴
仙
人
と
い
う
中
国
の
神
仙
思
想
を
伝

え
る
彫
刻
が
あ
り
ま
す
。
（
略
）
鶴
仙
人
は
、
雲
の
上
に

羽
根
を
広
げ
て
羽
ば
た
く
鶴
に
乗
っ
た
仙
人
が
、
巻
物

を
広
げ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
雲
の
上
を
飛
ぶ
鶴

の
上
で
巻
物
を
開
く
仙
人
の
姿
は
、
寛
永
十
三
年
（
一

六
三
六
）
に
作
ら
れ
た
日
光
東
照
宮
陽
明
門
で
も
見

ら
れ
ま
す
。
ま
た
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
北
野
天

満
宮
拝
殿
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
鶴
に
乗
る
仙
人
は
王

子
喬
、
費
長
房
、
控
鶴
（
こ
う
か
く
）
仙
人
と
い
う
中
国

古
代
の
仙
人
が
有
名
で
、
乗
鶴
（
じ
ょ
う
か
く
）
仙
人
と

も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
」
と
あ
り
、
「
乗
鶴
仙
人
」
の
一
人

と
し
て
い
て
、
名
前
を
特
定
し
て
い
ま
せ
ん
。 

以
上
は
、
巻
物
を
広
げ
た
仙
人
で
す
が
、
鶴
の
背
で

笙
を
吹
く
仙
人
も
あ
り
ま
す
。 

（
事
例
七
）
ブ
ロ
グ
〈
真
言
宗 

笹
野
観
音 

観
音
堂
彫

刻
〉は
、
観
音
堂
の
向
拝
に
あ
る
鶴
に
乗
っ
て
笙
を
吹
く

仙
人
の
彫
刻
を
紹
介
し
、
「
鶴
に
乗
る
仙
人
・
王
子
喬
」

と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

（
事
例
八
）
ブ
ロ
グ
〈
歩
ば
あ
ち
ゃ
ん
出
会
う
旅 

千
葉

県
流
山
市 

成
顕
寺
２
〉は
、
竜
王
殿
に
あ
る
鶴
に
乗
っ

て
笙
を
吹
く
彫
刻
を
紹
介
し
、
「王
子
喬
の
よ
う
」と
注

し
て
い
ま
す
。 

以
上
の
事
例
か
ら
サ
イ
ト
の
世
界
で
は
、
多
く
の
場
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合
、
鶴
に
乗
っ
て
巻
物
を
広
げ
た
り
笙
を
吹
い
た
り
す

る
仙
人
は
王
子
喬
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
し
か
し
、
王
子
喬
と
し
な
い
例
も
あ
り
ま
す
。 

（
事
例
九
）
ブ
ロ
グ
〈
大
国
町
舞
台 

子
供
流
鏑
馬 

立

川
流
彫
刻
〉
に
、
長
野
県
大
町
市
に
あ
る
若
一
王
子
神

社
の
夏
祭
り
に
登
場
す
る
山
車
（
舞
台
と
呼
ば
れ
て
い

る
）
の
彫
刻
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
屋
根
破
風
の

懸
魚
（
け
ぎ
ょ
）
に
あ
る
、
鶴
に
乗
っ
て
書
物
を
広
げ
て

い
る
仙
人
の
彫
刻
を
控
鶴
仙
人
、
ま
た
別
の
山
車
に
あ

る
、
鳳
凰
に
乗
っ
て
笙
を
吹
く
仙
人
を
梅
福
仙
人
と
解

説
し
て
あ
り
ま
す
。 

乗
っ
て
い
る
鳥
の
種
類
と
、
持
ち
物
の
違
い
に
よ
っ
て

仙
人
の
名
前
が
決
ま
る
と
思
う
の
で
す
が
、
サ
イ
ト
の

世
界
で
は
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

（
事
例
十
）
〈
錺
の
日
記 

産
泰
神
社
③
〉
は
、
群
馬
県

前
橋
市
下
大
屋
町
の
産
泰
神
社
境
内
の
金
刀
比
羅
宮

に
あ
る
鶴
に
乗
っ
て
巻
物
を
見
て
い
る
仙
人
を
紹
介
し

て
「
鶴
と
仙
人
と
く
れ
ば
王
子
喬
と
覚
え
て
ま
し
た
が
、

王
子
喬
は
笙
を
吹
い
て
い
る
の
で
す
が
こ
ち
ら
は
巻
物

を
持
っ
て
い
ま
す
、
調
べ
て
み
た
ら
控
鶴
仙
人
で
し
た
」

と
注
記
し
て
い
ま
す
。
王
子
喬
と
控
鶴
仙
人
を
区
別
し

た
例
で
す
。 

（
事
例
十
一
）
〈
雄
峯
閣 

―
書
と
装
飾
彫
刻
の
み
か
た

― 

梅
福
（
ば
い
ふ
く
）
〉
は
、
高
尾
山
頂
に
あ
る
東
京

都
八
王
子
市 

薬
王
院
飯
綱
権
現
堂
（
欄
間
）
の
鳳
凰

に
乗
っ
て
笙
を
吹
く
仙
人
の
彫
刻
を
紹
介
し
、
『
列
仙

全
伝
』
と
い
う
文
献
を
ひ
い
て
鳳
凰
に
乗
る
の
は
梅
福

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
鶴
で
は
な
く
鳳
凰
に
乗
っ
て

い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
仙
人
の
名
を
特
定
し
た
例
で
す
。 

三 

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
サ
イ
ト
の
世
界
で
は
、

鶴
に
乗
り
巻
物
を
広
げ
て
い
る
、
あ
る
い
は
笙
を
吹
い

て
い
る
仙
人
を
王
子
喬
、
ま
た
は
控
鶴
仙
人
と
呼
び
、

鳳
凰
に
乗
る
仙
人
を
梅
福
仙
人
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
姿
は
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
費
長
房
と
い
う
仙
人
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

サ
イ
ト
の
世
界
か
ら
離
れ
て
、
こ
れ
ら
の
仙
人
に
つ
い
て

文
献
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。 

中
国
の
仙
人
を
絵
入
り
で
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
、

『
有
象
列
仙
全
傳
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
、
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
文
献
は
、
元
本
は
中
国
で
明
の
時
代
に
作
ら

れ
、
そ
れ
を
も
と
に
日
本
で
慶
安
年
間
（
一
六
四
八
～

五
二
）
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
。
漢
文
で
書
か
れ
て
い

て
私
の
読
み
は
あ
や
し
い
の
で
す
が
、
要
約
し
て
紹
介
し

ま
す
。 

ま
ず
王
子
喬
は
、
挿
絵
に
、
鶴
に
乗
っ
て
雲
の
中
を

飛
び
、
笙
を
吹
く
若
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
名

を
晋
と
い
い
、
周
の
霊
王
の
太
子
。
好
ん
で
笙
を
吹
い
て

そ
の
音
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
道
士
の
浮
丘
公
と
嵩
高

山
（
す
う
こ
う
ざ
ん
）
と
い
う
山
に
入
っ
て
三
十
余
年
の

後
、
王
子
喬
を
探
し
て
い
た
栢
良
と
う
人
物
に
会
い
、

「自
分
の
家
族
に
、
七
月
七
日
に
□
山
の
頂
上
で
待
っ
て

い
て
と
告
げ
て
欲
し
い
」
と
言
っ
た
。
そ
の
日
が
来
て
、
王

子
喬
は
白
鶴
に
乗
っ
て
山
頭
に
降
り
た
が
、
家
族
の
者

は
そ
れ
を
遠
く
か
ら
見
る
だ
け
で
、
そ
の
場
所
に
至
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
王
子
喬
は
数
日
し
て
鶴
に
乗
っ

て
飛
び
去
っ
た
。
そ
こ
で
、
後
に
山
の
ふ
も
と
に
祠
を
立

て
て
（
王
子
喬
を
？
）
ま
つ
っ
た
。
（
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
有
象
列
仙
全
傳
』
巻
之
一 

四

二
／
五
四
コ
マ
） 

次
に
控
鶴
仙
人 

挿
絵
の
絵
柄
は
、
控
鶴
は
地
上
に

立
っ
て
巻
物
を
広
げ
て
見
て
い
て
、
そ
ば
に
鶴
が
一
羽
い

ま
す
。
名
は
属
仁
、
い
つ
も
鶴
に
乗
っ
て
武
夷
山
で
仙
籍

を
校
定
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
仙
籍
」
と
は

何
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
挿
絵
に
あ
る
巻
物
が

そ
れ
で
し
ょ
う
。
（
『
有
象
列
仙
全
伝
』
巻
之
二 

一
四

―
一
五
／
七
九
コ
マ
） 

梅
福
仙
人 

挿
絵
は
ク
ジ
ャ
ク
に
似
た
不
思
議
な
霊

鳥
に
乗
っ
て
雲
の
中
に
浮
か
ぶ
姿
。
梅
福
は
袖
手
（
し
ゅ

う
し
ゅ
）
し
て
い
る
。
字
（
あ
ざ
な
）
は
子
真
。
漢
王
朝
に

仕
え
て
い
た
が
王
莽
の
専
制
か
ら
逃
げ
て
諸
々
の
山
で

空
洞
仙
君
に
つ
い
て
仙
人
を
め
ざ
し
た
。
願
い
が
成
っ
た

あ
る
日
、
青
鸞
（
注 

神
鳥 

せ
い
ら
ん
）
を
連
れ
た
金

童
玉
女
が
詔
（み
こ
と
の
り
）を
奉
じ
て
紫
雲
の
中
か
ら
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降
り
て
き
た
。
梅
福
は
詔
を
拝
し
、
青
鸞
に
乗
っ
て
飛

び
去
っ
た
。
（
『
有
象
列
仙
全
伝
』
巻
之
三 

五
三
―
四

／
七
九
コ
マ
） 

費
長
房 
挿
絵
は
一
人
の
仙
人
が
ひ
ょ
う
た
ん
の
口

か
ら
頭
を
出
し
、
横
に
立
つ
費
長
房
を
手
招
き
し
て
い

る
様
子
。
費
長
房
は
そ
れ
を
見
て
い
る
。
費
長
房
は
汝

南
（
河
南
省
に
あ
る
）
の
人
。
あ
る
日
市
場
で
老
人
（
仙

人
）
が
壺
に
入
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
。
そ
の
老
人
と

終
日
酒
を
飲
み
、
仙
人
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
家
族
の

反
対
を
乗
り
切
る
た
め
、
老
人
の
教
え
の
ま
ま
、
一
本

の
青
竹
を
庭
の
木
に
掛
け
た
と
こ
ろ
、
家
族
は
費
長
房

が
首
つ
っ
て
死
ん
だ
と
思
っ
た
。
仙
人
に
つ
い
て
深
山
に

入
り
修
練
し
た
が
、
も
う
一
歩
の
と
こ
ろ
で
失
敗
し
た
。

辞
す
る
と
き
に
仙
人
は
一
本
の
竹
と
、
一
枚
の
呪
符
を

渡
し
た
。
費
長
房
は
そ
の
竹
に
ま
た
が
っ
て
家
に
帰
り
、

先
に
家
族
が
葬
っ
た
の
は
単
な
る
竹
の
棒
だ
と
あ
か
し
、

呪
符
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
不
思
議
を
行
っ
た
。
（
『
有
象

列
仙
全
伝
』巻
之
四 

六
～
八
／
七
三
コ
マ
） 

ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
ま
す
と
、
も
う
一
人
鶴
に
乗
る

仙
人
が
い
ま
し
た
。
「
黄
鶴
楼
（
こ
う
か
く
ろ
う
）
」
を
検

索
す
る
と
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
「
現
在
の
中
華
人
民
共

和
国
武
漢
市
武
昌
区
に
か
つ
て
存
在
し
た
楼
閣
。
現
在

は
ほ
ぼ
同
位
置
に
再
建
さ
れ
た
楼
閣
が
あ
る
。
武
漢
随

一
の
名
勝
地
で
あ
り
、
中
国
の
「
江
南
三
大
名
楼
」
の
ひ

と
つ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
楼
の
伝
説
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
要
約
し
ま
す
。 

昔
、
酒
屋
に
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
仙
人
が
や
っ

て
き
て
飲
ま
せ
て
欲
し
い
と
い
う
。
た
だ
で
酒
を
飲
ま
せ

半
年
く
ら
い
た
っ
た
あ
る
日
、
道
士
は
「
酒
代
が
溜
ま
っ

て
い
る
が
、
金
が
な
い
」
と
言
い
、
代
わ
り
に
店
の
壁
に

み
か
ん
の
皮
で
黄
色
い
鶴
を
描
き
、
去
っ
た
。 

客
が
手

拍
子
を
打
ち
歌
う
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
壁
の
鶴
が
舞

っ
た
。
そ
の
こ
と
が
評
判
と
な
っ
て
店
が
繁
盛
し
た
。
そ

の
後
、
再
び
店
に
仙
人
が
現
れ
、
笛
を
吹
い
て
、
壁
か
ら

出
て
き
た
黄
色
い
鶴
に
ま
た
が
り
飛
び
去
っ
た
。 

不
思
議
な
鳥
に
乗
る
仙
人
は
、
中
国
に
は
も
っ
と
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
は
、
鶴
に
乗
り
笙
を
吹
く

王
子
喬
、
同
じ
く
巻
物
・
書
物
（
＝
仙
籍
）
を
見
て
い
る

控
鶴
仙
人
、
黄
色
の
鶴
に
乗
る
黄
鶴
楼
の
仙
人
、
青
鸞

（
せ
い
ら
ん 

神
鳥
）
に
乗
る
梅
福
、
そ
し
て
竹
に
ま
た

が
っ
て
空
を
飛
ぶ
費
長
房
の
五
人
を
知
り
ま
し
た
。
黄

鶴
楼
の
仙
人
の
彫
刻
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
こ

れ
を
除
き
、
他
は
社
寺
仏
閣
の
壁
な
ど
に
彫
刻
で
表
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
梅
福
が
乗
る
青
鸞
は
日
本
で
は
な

じ
み
が
薄
い
の
か
、
鳳
凰
に
代
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

と
す
る
と
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
戻
っ
て
、
本
村
の
八
王

子
神
社
の
向
拝
に
あ
る
彫
刻
の
老
人
は
こ
の
中
の
ど
の

仙
人
に
当
た
る
の
で
し
ょ
う
か
。
絵
柄
は
、
鶴
に
乗
っ
て

先
端
に
布
き
れ
の
よ
う
な
も
の
が
結
び
付
け
た
竹
の
棒

を
持
っ
て
い
ま
す
。
先
に
紹
介
し
た
中
国
の
仙
人
に
、
竹

の
棒
を
か
つ
ぐ
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ

の
サ
イ
ト
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
彫
刻
の
仙
人
た
ち
の
中

に
も
竹
の
棒
を
か
つ
ぐ
も
の
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
の

と
こ
ろ
類
例
が
な
く
、
珍
し
い
絵
柄
だ
と
い
え
ま
す
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
結
論
を
下
し
て
お
け
ば
、
い
さ
さ

か
強
引
で
は
あ
り
ま
す
が
、
竹
の
棒
が
描
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
竹
に
乗
っ
て
空
を
飛
ん
だ
費
長
房
で
あ

る
と
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。  

 

 
 

（平
成
二
十
七
年
二
月
十
五
日
） 

【編
集
後
記
】 

 

円
蔵
中
学
校
の
生
徒
さ
ん
達
と
史
跡
巡
り
を
し
た
の

は
夏
の
日
差
し
が
ま
だ
肌
を
刺
す
時
期
だ
っ
た
。
お
礼

文
を
頂
い
た
の
で
本
誌
掲
載
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
す

ぐ
に
応
じ
て
下
さ
っ
た
の
だ
が
、
発
行
に
半
年
近
く
か

か
っ
て
し
ま
っ
た
。
生
徒
さ
ん
達
も
も
う
す
ぐ
三
年
生
。

元
気
で
、
か
つ
大
い
に
勉
学
に
励
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

今
回
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
使
っ
た
文
章
が
二
つ

あ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
も
上
手
に
使
え
ば
そ

れ
な
り
に
効
果
が
期
待
で
き
る
例
と
思
う
。 

※
ご
不
明
の
点
等
は
１
頁
に
記
載
の
連
絡
先
ま
で
に
ど

う
ぞ
。
な
お
、
本
誌
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
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
。

（http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

bunka_rekishi/bunkashiryokan/kankobutsu

/1006133.html

） 
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