
市
指
定
文
化
財



有

形

文

化

財



有
形
文
化
財

浄
仙
寺
仁
王
像

所
在
地

黒
石
市
大
字
南
中
野
字
黒
森
下
八
四
―
三

所
有
者

浄
仙
寺

高
さ

二
・
五
三
ｍ

胴
回
り

一
・
九
ｍ

（
胎
内
銘
）

干
時
元
治
二
年
乙
丑
正
月
十
四
日
ヨ
リ
同
五
月
中

発
願
主
乳
井
村

六
左
衛
組

工
藤
丹
十
郎

行
年
四
十
八
才

日
浪
村
細
工
人

長
助
組

奈
良
喜
世
吉

行
年
三
十
五
才
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黒
森
山
の
山
腹
に
あ
る
浄
じ
ょ
う

仙せ
ん

寺じ

の
山
門
前
に
、
一
対
の
仁
王
像
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
仁
王
像
は
、
護ご

国こ
く

三さ
ん

部ぶ
き

経ょ
う

の
一
つ
で
あ
る
「
仁に
ん

王の
う

護ご

国こ
く

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

密み
っ

教き
ょ
う」
に
基
づ
き
阿あ
ぎ

形ょ
う

と
吽う
ん

形ぎ
ょ
うか
ら
な
っ
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
側

が
阿
形
で
、
金こ
ん

剛ご
う

杵し
ょ

を
持
ち
仏
教
を
守
護
す
る
密
み
つ
じ

迹ゃ
く

金こ
ん

剛ご
う

像ぞ
う

で
あ
る
。
左
側

が
吽
形
で
、
悪
を
排
し
善
を
守
護
す
る
那な

羅ら

延え
ん

金こ
ん

剛ご
う

力り
き

士し

像ぞ
う

で
あ
る
。
阿

形
・
吽
形
の
二
体
と
も
杉
材
を
使
用
し
て
い
る
。

胎
内
銘
に
よ
る
と
、製
作
者
は
日
浪
村
の
奈
良
喜
世
吉
で
、元げ
ん

治じ

二
年（
一

八
六
五
）、弘
前
市
乳
井
村
の
工
藤
丹
十
郎
が
同
村
の
福
王
寺（
現
乳
井
神
社
）

に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
令
で
同
じ
建

物
に
神
仏
を
祀
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
福
王
寺
で
は
仁
王
像
を
寄
進
者

の
工
藤
丹
十
郎
に
返
却
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
に
仁
王
像
と
山
門
が
浄
仙
寺
に
移
さ
れ
現
在
に
至
る
。
ど
の
よ
う

な
事
情
で
運
ば
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
と
同
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
に

彩
色
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
初
の
色
彩
は
不
明
で
あ
る
。

吽形 阿形
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〈
浄
仙
寺
〉

浄
じ
ょ
う

仙せ
ん

寺じ

は
浄
土
宗
の
寺
で
あ
る
。
来ら
い

迎ご
う

寺じ

（
市
内
寺
町
）

十
七
世
良
り
ょ
う

諦て
い

の
弟
子
、
山や
ま

崎ざ
き

是ぜ

空く
う

が
文ぶ
ん

政せ
い

七
年
（
一
八
二
四
）

に
開
い
た
。

是
空
は
文
政
六
年（
一
八
二
三
）、二
十
五
歳
で
出
家
し
た
。

中
野
不
動
尊
境
内
の
洞
く
つ
で
断
食
修
行
中
に
「
こ
れ
よ
り

北
に
あ
る
清
泉
の
湧
き
出
る
と
こ
ろ
で
修
行
せ
よ
」
と
い
う

霊
告
を
得
、
翌
七
年
（
一
八
二
四
）
黒
森
山
の
中
腹
に
清
水

（
現
在
の
本
堂
脇
の
池
）
を
見
つ
け
た
。
こ
こ
を
隠
と
ん
修

行
の
地
と
し
た
是
空
は
、
草
庵
を
結
び
一
途
に
念
仏
修
業
に

励
ん
だ
。
是
空
の
弟
子
、
丹に

羽わ

寂じ
ゃ

導く
ど
うは
、
翌
八
年
（
一
八
二

五
）
十
三
歳
で
黒
森
山
に
参
詣
し
出し
ゅ

家っ
け

得と
く

度ど

し
た
。
幼
少
の

頃
か
ら
仏
像
を
彫
刻
し
、
一
刀
彫
り
の
寂
導
と
し
て
名
を
馳は

せ
た
。

二
人
は
、
浄
仙
寺
の
開
墾
整
備
に
努
め
な
が
ら
厳
し
い
信

現在の浄仙寺
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仰
生
活
を
続
け
た
。

ま
た
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
青
少
年
に
説
法
を
施
し
教
育
に
も
努
め
た
。
教
育
方
針
は
、
読
書
や
習
字
に
限
ら
ず
人

間
修
養
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
、
三
十
歳
か
ら
十
歳
未
満
の
子
供
ま
で
が
勉
学
に
勤
し
み
非
常
に
賑
わ
っ
た
。
こ

れ
が
黒
森
学
校
へ
と
発
展
し
、
明
治
初
期
に
は
政
治
・
経
済
・
文
学
の
各
方
面
に
有
名
人
を
輩
出
し
名
声
を
博
し
た
。

是
空
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
七
十
八
歳
で
没
し
た
が
、
寂
導
は
そ
の
後
も
ひ
た
む
き
に
信
仰
に
生
き
、
明

治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
没
し
て
い
る
。

明
治
の
初
め
頃
に
は
「
浄
仙
寺
」
と
い
う
寺
号
も
許
さ
れ
た
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
本
堂
を
新
築
し
た

が
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
焼
失
、
現
在
の
本
堂
は
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

現
在
、
境
内
奥
の
森
の
中
に
は
、
黒
石
が
生
ん
だ
秋
田
雨う
じ

雀ゃ
く

、
鳴
海
要よ
う

吉き
ち

、
丹に

羽わ

洋よ
う

岳が
く

、
天あ
ま

内な
い

浪ろ
う

史し

、
中
村
海う
み

六ろ
く

郎ろ
う

、
長
谷
川
闇や
み

五ご

郎ろ
う

、
佐
藤
雨う

山ざ
ん

等
の
文
学
碑
が
建
て
ら
れ
「
文
学
の
森
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
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有
形
文
化
財

藩
祖
信
英
公
書
状

所
有
者

黒
石
市

こ
の
書
状
は
、黒
石
初
代
領
主
津
軽
信
英
が
、江
戸
で
公
務
を
と
っ

て
い
た
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弘

前
三
代
藩
主
津
軽
信
義
が
執
政
を
し
て
い
た
正
し
ょ
う

保ほ
う

〜
承
じ
ょ
う

応お
う

年
間
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
縦
一
五
・
三
㎝
、
横
四
四
・
六
㎝
の
和
紙
に
墨

書
し
た
も
の
で
、
掛
軸
に
装
丁
さ
れ
て
い
る
。

書
状
の
内
容
は
、
弘
前
藩
家
老
傍そ
ば

嶋じ
ま

太た

兵へ

衛え

（
信
英
の
妹
で
あ
る

松
姫
の
夫
）
が
、
江
戸
在
府
中
の
信
英
に
塩え
ん

鴈が
り

を
一
羽
送
っ
た
こ
と

に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。

現
存
す
る
信
英
直
筆
の
書
状
は
、本
状
を
含
め「
松
野
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
と
黒
石
神
社
が
所
蔵
し
て
い
る
書
状
の
三
通
の
み
で
あ
る
。
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芳
札
殊
塩
鴈
壱
羽
送
給
候
遠
来
別
而
賞
味
不
過
之
候
先
以
其

地
土
佐
守
様
御
無
事
ニ
御
座
被
成
候
由
目
出
度
存
事
ニ
候
当

所
相
替
儀
無
之
候
我
等
堅
固
ニ
御
奉
公
申
事
ニ
候
此
方
用
之

儀
も
候
者
御
申
越
可
有
候
恐
惶
謹
言

津
十
郎
左
衛
門

霜
月
十
六
日

信
英
（
花
押
）

傍
嶋
太
兵
衛
殿

芳ほ
う

札さ
つ

殊こ
と
に

塩え
ん

鴈が
り

壱
羽
い
っ
ぱ

送
給

お
く
り
た
ま
い

候
遠え
ん

来ら
い

別べ
つ

而し
て

賞
味
し
ょ
う
み

不
過
之

こ
れ
に
す
ぎ
ず

候

先ま
ず

以も
っ
て

其そ
の

地ち

土
佐
と
さ
の

守か
み

様さ
ま

御お
ん

無ぶ

事じ

ニに

御ご

座ざ

被
成
候

な
ら
れ
そ
う
ろ
う

由よ
し

目め

出で

度た
く

存
事
ニ
候

ぞ
ん
じ
こ
と
に
そ
う
ろ
う

当と
う

所し
ょ

相あ
い

替
儀
か
わ
る
ぎ

無
之
候

こ
れ
な
く
そ
う
ろ
う

我わ
れ

等ら

堅け
ん

固ご

ニに

御ご

奉ほ
う

公こ
う

申も
う
す

事こ
と

ニ
候
此こ
の

方ほ
う

用よ
う

之の

儀ぎ

も
候
者

そ
う
ろ
う
は

御お
ん

申も
う
し

越こ
し

可あ
る

有べ
く

候
恐

惶
謹
言

津
十
郎
左
衛
門

霜
月
十
六
日

信
英
（
花
押
）

傍
嶋
太
兵
衛
殿



有
形
文
化
財

藩
祖
信
英
公
書
状
㈡

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
一
八

所
有
者

黒
石
神
社

こ
の
書
状
は
、
明め
い

暦れ
き

二
年
（
一
六
五
六
）
十
一
月
二
十
一
日
、
弘
前
藩
四
代

藩
主
津
軽
信の
ぶ

政ま
さ

の
後
見
役
と
し
て
江
戸
神
田
邸
に
住
ん
で
い
た
信
英
が
、
弘
前

藩
家
老
津
軽
百も
も

助す
け

に
あ
て
た
親
書
で
あ
る
。

信
政
が
四
代
将
軍
家
綱
と
の
謁
見
を
無
事
済
ま
せ
た
こ
と
や
賄
金
三
千
両
の

借
用
、
知
行
目
録

ち
ぎ
ょ
う
も
く
ろ
く

の
不
備
是
正
、
切き
り

支し

丹た
ん

制せ
い

札さ
つ

の
こ
と
な
ど
政
務
に
関
す
る
事

項
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
幼
主
信
政
の
後
見
者
と
し
て
、
分
知
後
の
信
英

が
大
変
気
を
遣
っ
て
政
務
を
執
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
三
通
の
書
状
の
う
ち
最
も
長
文
で
、
分
知
当
時
の

弘
前
藩
の
様
子
を
知
る
に
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
十
一
月
八
日
、
黒
石
藩
家
老
境
形
右
衛
門

さ
か
い
ぎ
ょ
う
え
も
ん

の
子

孫
で
あ
る
貞
太
郎
が
黒
石
神
社
に
奉
納
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
状
が
信
英
の
真

筆
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
二
通
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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一
筆
申
達
候
当
地
御
静
謐
平
蔵
殿
も
無
事
ニ
御
座
候
間
心
安

可
被
存
候
随
而
我
等
儀
先
月
十
九
日
首
尾
好
致
御
目
見
江
満

足
申
事
ニ
候

一
先
月
十
八
日
家
老
中
之
御
状
到
来
当
作
毛
検
見
候
處
ニ

三
ツ
之
少
余
有
之
候
由
驚
入
候
爰
元
平
蔵
殿
臺
所
賄
手
詰

ニ
付
而
土
井
能
登
殿
金
子
弐
千
両
渡
辺
図
書
殿
千
両

借
用
申
候
間
萬
事
其
元
手
廻
し
肝
要
ニ
被
申
付
尤
候

一
我
等
知
行
方
目
録
各
へ
見
せ
申
候
處
ニ
此
分
ニ
て
者
松
伊

豆
守
殿
へ
も
被
懸
御
目
間
鋪
由
各
被
申
候
ニ
付
案
紙
二
通

認
下
候
間
乍
御
六
ケ
鋪
二
通
共
ニ
貴
殿
判
形
被
致
家
老
中

も
不
残
判
形
被
致
候
様
ニ
被
申
付
可
給
候
爰
元
神
保
三
右

衛
門
渡
辺
治
太
夫
判
形
被
致
候
余
分
有
之
候
様
ニ
御
認
可

一
筆
い
っ
ぴ
つ

申
達

も
う
す
た
っ
し

候
当と
う

地ち

御ご

静せ
い

謐ひ
つ

平へ
い

蔵ぞ
う

殿ど
の

も
無ぶ

事じ

ニ
御ご

座ざ

候

間
心
安
可
被
存
候
随
而

あ
い
だ
こ
こ
ろ
や
す
く
ぞ
ん
じ
ら
る
べ
く
そ
う
ろ
う
し
た
が
っ
て

我わ
れ

等ら

儀ぎ

先
月
十
九
日
首し
ゅ

尾び

好よ
く

致
御お

目め

見み

江へ

満ま
ん

足ぞ
く

申も
う
す

事こ
と

ニ
候

一ひ
と
つ

先
月
十
八
日
家か

老ろ
う

中よ
り

之の

御お
ん

状じ
ょ
う

到と
う

来ら
い

当と
う

作さ
く

毛げ

検け

見み

候
處

そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

ニ
三み

ツ
之の

少し
ょ
う

余よ

有
之
候
由
驚
入
候

こ
れ
な
り
そ
う
ろ
う
よ
し
お
ど
ろ
き
い
り
そ
う
ろ
う

爰こ
こ

元も
と

平へ
い

蔵ぞ
う

殿ど
の

臺
所
賄
手

だ
い
ど
こ
ろ
ま
か
な
い
て

詰づ
め

ニ
付
而
つ
き
て

土ど

井い

能の

登と

殿ど
の
よ
り

金き
ん

子す

弐
千

両
渡
辺

わ
た
な
べ

図づ

書し
ょ

殿ど
の
よ
り

千
両
借し
ゃ
く

用よ
う

申
候
間

も
う
す
そ
う
ろ
う
あ
い
だ

萬ば
ん

事じ

其そ
こ

元も
と

手て

廻ま
わ
り

し
肝か
ん

要よ
う

ニ
被
申
付
尤
候

も
う
し
つ
け
ら
れ
も
っ
と
も
そ
う
ろ
う

一
我わ

れ

等ら

知ち

行ぎ
ょ
う

方か
た

目も
く

録ろ
く

各
お
の
く

へ
見み

せ
申
候
處

も
う
し
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

ニ
此こ

の

分ぶ
ん

ニ
て

者ハ

松
伊
豆
守

ま
つ
だ
い
ら
い
ず
の
か
み

殿ど
の

へ
も
被
懸
御
目

お
ん
め
か
り
ら
れ

間ま

鋪じ
く

由
各
お
の
く
被
申
候

も
う
さ
れ
そ
う
ろ
う

ニ
付つ
き

案あ
ん
じ

紙か
み

二に

通つ
う

認に
ん

可か

候
間

そ
う
ろ
う
あ
い
だ

乍
御
六
ケ
鋪

お
ん
む
つ
か
し
き
な
が
ら

二に

通つ
う

共と
も

ニ

貴き

殿で
ん

判は
ん

形ぎ
ょ
う

被
致
い
た
さ
れ

家か

老ろ
う

中ち
ゅ
う

も
不
残
の
こ
ら
ず

判
形
被
致
い
た
さ
れ

候
様よ
う

ニ

被
申
付
可
給
候

も
う
し
つ
け
ら
れ
た
ま
う
べ
く
そ
う
ろ
う

爰こ
こ

元も
と

神じ
ん

保ぼ

三
右
衛
門
渡
辺
治
太
夫

ち

だ

い

う

判
形
被
致
い
た
さ
れ

候
余よ

分ぶ
ん

有
之
候

こ
れ
あ
り
そ
う
ろ
う

様よ
う

ニ
御ご

認に
ん

可か

給た
ま
い

候
紙か
み

之の
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給
候
紙
之
継
目
其
外
所
ニ
判
押
シ
念
入
候
様
ニ
三
浦
助

左
衛
門
ニ
被
申
付
可
給
候

一
其
元
𠮷
利
支
丹
制
札
之
儀
平
蔵
殿
名
を
書
付
可
然
由
各
相

談
申
候
間
左
様
ニ
可
被
書
改
候

一
我
等
知
行
所
ニ
平
蔵
殿
家
来
衆
知
行
有
之
分
替
地
之
儀
各

へ
申
談
候
處
ニ
早
替
地
遣
し
可
然
由
被
申
候
間
検
地
シ

て
当
所
務
御
渡
可
有
候
則
帳
指
下
し
候

一
御
老
中
振
舞
之
儀
も
平
蔵
殿
我
等
無
心
ニ
付
而
未
埒
明
不

申
候
多
分
来
春
ニ
て
可
有
之
登
存
候

一
鷹
共
上
り
之
次
而
我
等
申
候
鶏
御
登
せ
満
足
申
候

猶
追
而
可
申
候
恐
惶
頓
首

津
十
郎
左
衛
門

十
一
月
廾
一
日

信

英
（
花
押
）

津
軽
百
助
殿

継つ
ぎ

目め

其そ
の

外ほ
か

所
と
こ
ろ
く

ニ
判は
ん

押お

シ
念ね
ん

入い
れ

候
様よ
う

ニ
三
浦
助
左

衛
門
ニ
被
申
付
可
給
候

も
う
し
つ
け
ら
れ
た
ま
い
そ
う
ろ
う

一
其そ
こ

元も
と

𠮷き

利り

支し

丹た
ん

制せ
い

札さ
つ

之の

儀ぎ

平へ
い

蔵ぞ
う

殿ど
の

名な

を
書か
き

付つ
け

可し
か
る

然べ
く

由よ
し

各
お
の
く
相そ
う

談だ
ん

申
候
間

も
う
し
そ
う
ろ
う
あ
い
だ
左
様
ニ
可
被
書
改
候

か
き
あ
ら
た
め
ら
れ
べ
く

一
我わ
れ

等ら

知ち

行ぎ
ょ
う

所し
ょ

ニ
平へ
い

蔵ぞ
う

殿ど
の

家け

来ら
い

衆し
ゅ
う

知ち

行ぎ
ょ
う

有
之
こ
れ
あ
り

分ぶ
ん

替か
い

地ち

之の

儀ぎ

各
お
の
く

へ
申
談
候
處

も
う
す
だ
ん
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

ニ
早そ
う
く

替か
い

地ち

遣つ
か
わ

し
可
然
由
被

し
か
る
べ
く
よ
し
も
う
さ
れ

申
候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ

検け
ん

地ち

シ
て
当と
う

所し
ょ

務む
よ
り

御お
ん

渡
わ
た
し

可
有
候
則

あ
る
べ
く
そ
う
ろ
う
す
な
わ
ち

帳ち
ょ
う

指さ
し

下く
だ

し
候

一
御
老
中
振ふ
る

舞ま
い

之の

儀ぎ

も
平へ
い

蔵ぞ
う

殿ど
も

我わ
れ

等ら

無む

心し
ん

ニ
付
而
つ
い
て

未
い
ま
だ

埒ら
ち

明あ
き

不
申
候

も
う
さ
ず
そ
う
ろ
う

多た

分ぶ
ん

来ら
い

春し
ゅ
ん

ニ
て
可
有
之
登
存
候

こ
れ
あ
る
べ
く
の
ぼ
り
ぞ
ん
じ
そ
う
ろ
う

一
鷹た
か

共ど
も

上の
ぼ

り
之の

次
而
つ
き
て

我
等
申
候
鶏

わ
れ
ら
も
ろ
し
そ
う
ろ
う
に
わ
と
り

御お
ん

登の
ぼ
ろ

せ
満ま
ん

足ぞ
く

申
候

猶な
お

追
而
お
っ
て

可
申

も
う
す
べ
く

候
恐き
ょ
う

惶こ
う

頓と
ん

首し
ゅ

津
十
郎
左
衛
門

十
一
月
二
十
一
日

信

英
（
花
押
）

津
軽
百も
も

助す
け

殿



有
形
文
化
財

日
蓮
聖
人
断
簡

所
在
地

黒
石
市
京
町
字
寺
町
一
二

所
有
者

妙
経
寺

縦

一
二
・
三
㎝

横

二
・
四
㎝

短
冊
状
の
和
紙
に
墨
書

掛
軸
に
装
丁

（
表
）

教
と
申
聖
人
尓

奥
州
津
軽
黒
石
妙
経
寺
常
住

長
谷
川
半
十
郎
納
之

（
裏
）

比
表
教
ト
申
聖
人
尓
之
六
字
元
祖
大
菩

薩
之
真
蹟
敢
無
猶
預
者
也

貞
享
元
年
甲
子
九
月
七
日

花
押
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日に
ち

蓮れ
ん

上し
ょ

人う
に
んの
断だ
ん

簡か
ん

は
、
日
蓮
の
思
想
・
信
仰
・
行
跡
等
を
日
蓮
自
身
が
叙
述
し
、
弟
子
や
信
者
に
与
え
た
書
き
物

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
著
作
・
消
息
類
、
備
忘
録
等
が
あ
る
。
全
国
の
信
者
が
護
符
と
し
て
持
ち
歩
い
た
と
い
う
。

裏
面
に
あ
る
長
谷
川
半
十
郎
は
、
元
町
に
在
住
し
た
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
断
簡
を
入

手
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
妙み
ょ

経う
き

寺ょ
う
じの
過
去
帳
な
ど
に
よ
り
宝ほ
う

永え
い

元
年
（
一
七
〇
四
）
〜
亨
き
ょ
う

保ほ
う

十
二
年
（
一
七
二

七
）
に
入
手
、
妙
経
寺
に
寄
進
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
断
簡
は
、
弘こ
う

安あ
ん

年
間
（
一
二
七
八
〜
八
七
）
の
作
と
い
わ
れ
て
お
り
、
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う元

年
（
一
六
八
四
）
に
あ
る
僧

侶
に
よ
り
真
筆
と
鑑
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
裏
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
八
月
二

十
四
日
、
立
正
大
学
教
授
稲
田
海
素
が
鑑
定
し
、
権
威
あ
る
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
真
筆
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
の
断
簡
は
県
内
唯
一
で
あ
り
、
宗
教
史
解
明
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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有
形
文
化
財

木
庵
性
瑫
像

も
く
あ
ん
し
ょ
う
と
う
ぞ
う

所
在
地

黒
石
市
大
字
温
湯
字
鶴
泉
一
二
―
四

所
有
者

薬
師
寺

延え
ん

宝ぽ
う

二
年
（
一
六
七
四
）、
喜き

多た

元げ
ん

規き

に
よ
る
作
品
で
、
木も
く

庵あ
ん

の
自じ

讃さ
ん

が
あ
る
。
多
少
の
折
り
し
わ
と

画が

貌ぼ
う

に
や
や
損
傷
が
見
ら
れ
る
。

元
規
の
作
品
は
、
九
州
や
関
西

に
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
北
日
本

で
は
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。

作
者
で
あ
る
喜
多
元
規
は
、
薩

摩
出
身
と
い
わ
れ
、
長
崎
に
お
い

て
喜
多
長
兵
衛
に
学
ん
だ
。
黄お
う

檗ば
く

肖
像
画
の
様
式
を
定
め
た
と
も
い

わ
れ
、
ま
さ
に
黄
檗
画
像
を
代
表
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す
る
作
家
で
あ
る
。
中
国
明
末
の
陰
影
を
つ
け
た
写
実
的
な
画
法
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

一
方
、
描
か
れ
て
い
る
木も
く

庵あ
ん

性し
ょ

瑫う
と
うは

、
中
国
福
建
省
泉
州
府
普
江
県
出
身
で
、
万ば
ん

暦れ
き

三
十
九
年
（
一
六
一
二
。
明み
ん

の
神
宗
朝
の
年
号
）
二
月
三
日
生
ま
れ
。
十
九
歳
で
出
家
後
、
三
十
三
歳
で
費ひ

隠い
ん

通つ
う

容よ
う

に
謁
し
、
翌
年
隠い
ん

元げ
ん

に
師
事

し
た
。
順じ
ゅ

治ん
じ

七
年
（
一
六
五
〇
・
清
朝
の
年
号
）
春
、
隠
元
の
法
を
嗣つ

ぐ
。
明め
い

暦れ
き

元
年
（
一
六
五
五
）、
長
崎
に
渡
り

福
済
寺
に
入
っ
た
が
、
万ま
ん

治じ

三
年
（
一
六
六
〇
）
長
崎
を
発
ち
、
摂
津
（
大
阪
府
北
中
部
〜
兵
庫
県
南
東
部
）
の
普

門
寺
に
向
か
っ
た
。
寛か
ん

文ぶ
ん

四
年
（
一
六
六
四
）、
隠
元
が
京
都
に
開
山
し
た
萬ま
ん

福ぷ
く

寺じ

を
継
い
だ
こ
と
で
黄
檗
第
二
代
の

住じ
ゅ

持う
じ

と
な
っ
た
。
延え
ん

宝ぽ
う

八
年
（
一
六
八
〇
）
に
慧け
い

林り
ん

に
席
を
譲
る
ま
で
そ
の
在
席
は
十
七
年
の
長
き
に
及
ん
だ
。
晩

年
は
萬
福
寺
内
に
あ
る
紫
雲
院
で
過
ご
し
、
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う元

年
（
一
六
八
四
）
に
没
し
た
。

木
庵
は
、
隠
元
・
即そ
く

非ひ

と
と
も
に
黄
檗
の
三
筆
と
称
さ
れ
能
筆
で
有
名
で
あ
る
が
、
墨
画
に
も
優
れ
洒
脱
な
画
は

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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有
形
文
化
財

隠
元
隆
琦
像

所
在
地

黒
石
市
大
字
温
湯
字
鶴
泉
一
二
―
四

所
有
者

薬
師
寺

年
代
及
び
製
作
者
は
不
明
で
あ

る
が
、
黄お
う

檗ば
く

肖
像
画
の
系
統
を
承

継
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
黒

石
市
文
化
財
で
あ
る
木
も
く
あ

庵ん
し

性ょ
う

瑫と
う

像ぞ
う

に
比
べ
和
様
化
し
て
お
り
、
印
象

を
異
に
す
る
。
画が

貌ぼ
う

中
央
に
多
少

汚
れ
が
あ
る
も
の
の
、
彩
色
等
は

木
庵
像
よ
り
優
れ
て
い
る
。

中
郷
村
飛
内
（
黒
石
市
飛
内
）

在
住
の
高
木
仁
左
衛
門
が
薬
師
寺

に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
る
。

描
か
れ
て
い
る
隠い
ん

元げ
ん

琦り
ゅ

隆う
き

は
、
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万ば
ん

暦れ
き

二
十
年
（
一
五
九
三
・
明
の
神
宗
朝
の
年
号
）
十
一
月
四
日
、
中
国
福
建
省
福
州
府
福
清
県
で
生
ま
れ
た
。
二

十
一
歳
の
時
、
観
音
霊
場
の
普
陀
山
（
中
国
浙せ
っ

江こ
う

省
）
に
赴
い
た
。
そ
の
後
黄
檗
山
萬
福
寺
の
鑑
源
興
寿
に
つ
き
二

十
八
歳
で
出
家
し
た
。
各
地
を
遍
歴
し
、
金
栗
山
広
慧
寺
の
密み
つ

雲う
ん

円え
ん

悟ご

に
巡
り
合
う
。
密
雲
が
黄
檗
を
退
い
て
か
ら

は
隠
元
が
そ
の
後
を
継
ぎ
、
一
大
禅
林
と
な
っ
た
。
承
じ
ょ
う

応お
う

三
年
（
一
六
五
四
）
七
月
五
日
、
長
崎
興
福
寺
の
住じ
ゅ

持う
じ

の

招
請
を
受
け
て
三
十
余
名
を
引
き
連
れ
て
渡
来
、
長
崎
に
着
い
た
。
三
年
間
の
約
束
で
あ
っ
た
が
、
明め
い

暦れ
き

元
年
（
一

六
五
五
）
摂
津
の
普
門
寺
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
万ま
ん

治じ

元
年
（
一
六
五
八
）、
将
軍
家
綱
に
謁
見
し
、
京
都
近
郊
に
一

寺
を
建
て
さ
せ
る
と
の
幕
府
の
意
向
に
よ
り
在
留
期
間
を
延
長
し
た
。
山
城
国
宇
治
郡
大
和
田
（
京
都
府
宇
治
市
）

に
黄
檗
山
萬
福
寺
を
建
立
し
た
。
寛か
ん

文ぶ
ん

三
年
（
一
六
六
三
）
正
月
十
五
日
に
祝
国
開
堂
を
行
い
、
翌
四
年
（
一
六
六

四
）
木
庵
に
席
を
譲
る
と
松
隠
堂
に
隠
居
し
た
。
そ
の
後
、
後
水
尾
上
皇
か
ら
「
大
光
普
照
国
師
」
の
徽き

号ご
う

を
賜
っ

た
。
同
十
三
年
（
一
六
七
三
）
没
し
た
。

隠
元
が
詩し

偈げ

に
長
け
て
い
た
こ
と
は
数
多
く
の
語
録
集
か
ら
良
く
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
書
は
温
か
み
が
あ
る
上

に
気
品
高
く
、
木
庵
・
即
非
と
と
も
に
黄
檗
の
三
筆
と
称
さ
れ
て
い
る
。
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有
形
文
化
財

法
眼
寺
開
山
堂

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺

桁
行

二
・
六
五
三
ｍ

梁
間

二
・
六
五
三
ｍ

建
築
面
積

七
・
〇
四
㎡

切
妻
造

妻
入

鉄
板
葺
（
旧
秫
葺
）

西
面

卵
塔
銘

（
表
）
當
寺
開
山
南
宗
元
頓
老
和
尚
寳
塔

（
裏
）
正
徳
三
癸
巳
天
六
月
初
八
日
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法
眼
寺
境
内
の
東
側
に
あ
る
小
規
模
な
方
形
の
建
造
物
は
、
開
山
者
南
な
ん
し

宗ゅ
う

元げ
ん

頓と
ん

を
祀
っ
た
開
山
堂
で
あ
る
。

開
山
堂
は
切
延
石
の
基
礎
に
土
台
を
廻
し
て
あ
り
、
粽ち
ま

付き
つ

き
円ま
る

柱ば
し
らを

立
て
、
腰こ
し

長な

押げ
し

・
内う
ち

法の
り

長な

押げ
し

を
打
ち
、
腰こ
し

貫ぬ

き
・
内う
ち

法の
り

貫ぬ
き

を
通
し
、
頭
か
し
ら

貫ぬ
き

に
木
鼻
を
出
し
、
台
輪
を
廻
し
て
い
る
。
組
物
は
出で

三み
つ

斗と

で
、
中な
か

備ぞ
な
えは
蓑み
の

束つ
か

で
あ
る
。

正
面
に
両
り
ょ
う

開び
ら

桟き
さ

唐ん
か

戸ら
ど

を
吊
る
し
、
他
の
三
方
は
壁
面
を
構
成
す
る
。
内
部
は
土
間
床
の
一
室
で
、
そ
の
中
央
に
は
高

さ
六
〇
・
五
㎝
の
卵ら
ん

塔と
う

一
基
が
安
置

さ
れ
て
い
る
。
卵
塔
の
塔と
う

身し
ん

正
面
に

は
南
宗
元
頓
和
尚
の
名
が
、
裏
面
に

は
和
尚
が
没
し
た
正
し
ょ
う

徳と
く

三
年
（
一
七

一
三
）
が
陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
開
山

堂
は
、
法
眼
寺
境
内
の
中
で
も
最
古

の
建
造
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
か
つ
て
は
円
柱
、
頭
貫
、

木
鼻
、
台
輪
、
組
物
、
中
備
、
軒
桁

な
ど
に
は
極
彩
色
の
文
様
が
施
さ

れ
、「
赤
御
堂
」と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
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有
形
文
化
財

法
眼
寺
山
門

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺

桁
行

二
・
四
四
五
ｍ

梁
間

二
・
七
五
〇
ｍ

建
築
面
積

六
・
七
二
㎡

一
間
一
戸

四
脚
門

切
妻
造

前
後
軸
唐
破
風
付

茅
葺

北
面

法ほ
う

眼げ
ん

寺じ

の
山
門
は
、
寛か
ん

保ぽ
う

元
年
（
一
七
四
一
）
に
建
立

さ
れ
て
お
り
、
本
堂
や
鐘
楼
堂
よ
り
古
い
。

親
柱
を
互ご

平ひ
ら
（
長
方
形
）
の
鏡
か
が
み

柱ば
し
らと
し
て
、
四し

脚き
ゃ
く

門も
ん

の

形
態
を
と
り
、
前
後
の
控
ひ
か
え

柱ば
し
らと

は
二
本
の
貫ぬ
き

で
繋
が
れ
て

い
る
。
親
柱
を
冠か
ぶ

木き

で
繋
ぎ
、
鼻
に
繰く
り

形が
た

を
も
つ
小こ

梁ば
り

を

置
き
、
繋
ぎ
梁
を
架
け
渡
し
て
軒
桁
を
受
け
て
い
る
。
軒

は
一
軒
の
疎ま
ば

垂ら
だ

木る
き

で
あ
る
が
、
正
面
お
よ
び
背
面
の
中
央
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に
軒
唐
破
風
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
組
物
や
中な
か

備ぞ
な
えは
用
い
な
い
。

山
門
は
、
先
年
の
修
理
に
よ
っ
て
基
壇
や
基
礎
部
分
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
な
っ
て
お
り
、
扉
が
取
り
払
わ
れ
、
蹴け
は

放な
ち

も
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的
な
軸
組
や
細
部
の
様
式
に
は
建
築
年
代
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
小
規

模
で
簡
素
な
造
り
で
あ
る
が
、
姿
の
美
し
い
山
門
で
あ
る
。

上：繰形をもつ小梁
中：同上
下：屋根の造り
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有
形
文
化
財

鳴
海
家
住
宅

所
在
地

黒
石
市
大
字
中
町
一
―
一

所
有
者

個
人

敷
地
面
積

四
、
七
二
七
・
二
一
㎡

主
屋
面
積

建
坪

二
一
九
・
三
三
坪

建

物

間
口

一
七
・
九
間

奥
行

四
三
・
五
間

こ
み
せ

長
さ

二
三
・
五
間

幅

〇
・
九
七
間

作
業
場
・
前
蔵

建
坪

九
六
坪

そ
の
他
の
蔵
等

建
坪

一
七
四
坪
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鳴
海
家
は
、
文ぶ
ん

化か

三
年
（
一
八
〇
六
）
の
創
業
以
来
約

二
百
年
の
伝
統
を
誇
る
酒
造
店
で
あ
る
。
屋
号
は
『
稲
村

屋
』
を
名
乗
る
。

主
屋
の
建
築
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
七
〇
〇
年
代

後
半
の
築
造
と
思
わ
れ
、
中
町
に
面
し
た
側
に
は
「
こ
み

せ
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
主
屋
は
敷
地
の
南
西
の
角
に

置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
南
側
は
三
間
幅
の
通
り
土
間
で
、

中
町
へ
の
出
入
り
口
に
は
吊
り
上
げ
式
の
大
戸
が
現
存
し

て
い
る
。
土
間
の
北
隣
に
は
「
事
務
所
兼
応
接
室
」「
ち
ょ

う
ば
・
い
ま
」「
じ
ょ
う
い
」「
だ
い
ど
こ
ろ
」
が
並
び
、

そ
の
北
に
は
、「
な
か
の
ま
」「
ざ
し
き
」、「
な
ん
ど
」
二

部
屋
が
並
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
り
土
間
、
そ
の
片
側
に
二
列
に
配
さ

れ
た
部
屋
、
吊
り
上
げ
式
の
大
戸
な
ど
、
間
取
り
や
造
り

が
同
じ
中
町
地
区
に
あ
る
重
要
文
化
財
高
橋
家
住
宅
と
類

似
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
鳴
海
家
住
宅
で
は
、「
こ
み
せ
」
側
に
「
ぶ
つ
ま
」
と
「
い
ん
き
ょ
べ
や
」
二
部
屋
を
設
け
て
あ
り
、「
ぶ

つ
ま
」
に
は
蔵
が
設
け
ら
れ
仏
壇
が
置
か
れ
て
い
る
。

以
上
が
主
屋
で
、
そ
の
北
東
に
は
少
し
離
れ
て
文
庫
蔵
が
あ
る
。
主
屋
と
文
庫
蔵
は
、「
な
ん
ど
」
の
隣
に
設
け
ら

れ
た
「
へ
や
っ
こ
」
と
呼
ば
れ
る
部
屋
と
結
ば

れ
て
い
る
。

ま
た
、
主
屋
と
文
庫
蔵
の
間
に
は
大
石
武
学

流
庭
園
が
あ
り
、
一
般
に
津
軽
で
呼
び
慣
わ
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
「
つ
ぼ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

敷
地
の
東
南
部
に
は
蔵
や
作
業
場
が
置
か
れ

て
い
る
。
作
業
場
を
囲
む
よ
う
に「
し
こ
み
蔵
」

「
貯
蔵
庫
」「
と
う
じ
べ
や
」「
こ
う
じ
む
ろ
」
が

置
か
れ
、
主
屋
と
通
り
土
間
で
つ
な
が
る
。
現

在
、
通
り
土
間
の
一
部
は
作
業
場
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。

裏
庭
に
は「
こ
め
ぐ
ら
」「
お
く
の
こ
め
ぐ
ら
」

「
せ
い
ま
い
じ
ょ
」「
み
そ
ぐ
ら
」
な
ど
の
大
き
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な
蔵
が
並
ん
で
い
る
。

嘉か

永え
い

五
年
（
一
八
五
二
）
の
『
屋
敷
間
数
歩
割
下
帳
』

の
記
録
に
よ
る
と
、
中
町
の
稲
村
屋
文
四
郎
宅
に
つ
い
て

「
間
口
十
一
間
五
尺
、
奥
行
四
十
三
間
三
尺
五
寸
、
末
幅
三

十
一
間
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
藩
政
時
代
か

ら
大
規
模
な
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鳴
海
家
住
宅
は
、
中
町
の
角
に
位
置
し
「
こ
み
せ
」
の

出
入
口
に
あ
た
る
。
中
町
に
面
す
る
主
屋
は
、
二
百
年
以

上
経
過
す
る
建
築
物
で
あ
り
な
が
ら
あ
ま
り
改
築
、
改
修

を
さ
れ
ず
に
今
日
に
至
っ
て
お
り
、
伝
統
的
な
店
構
え
を

守
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
こ
み
せ
」
を
完
備
し
、
町
並
み
の

景
観
に
も
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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有
形
文
化
財

剣

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺

刃

三
五
・
五
㎝

目
く
ぎ
穴

一
個

元
幅

三
㎝

先
幅

二
・
七
㎝

銘

（
表
）

願
主
石
川
忠
右
衛
門

忠
兵
衛

（
裏
）

文
政
三
年
二
月
日
津
山
臣
源
正
義
作

鍛
え
は
柾
鍛
風
で
肌
立
つ
。
刃
紋
は
直
刃
で
小こ

沸に
え

出で

来き

。

刀
身
に
は
「
奉
納
中
野
不
動
明
王
御
寶
前
」
と
彫
刻
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
剣
は
、
法
眼
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
中
野
不
動
明
王

が
所
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
不
動
尊

は
、
黒
石
五
代
領
主
津
軽
著あ
き

高た
か

の
命
に
よ
り
作
ら
れ
た
一
木

86



三
体
の
不
動
尊
で
あ
る
。
一
尊
は
弘
前
藩
の
持じ

念ね
ん

仏ぶ
つ

と
し
、
一
尊
は
中
野
神
社
へ
、
残
る
一
尊
を
法
眼
寺
に
安
置
し

た
。
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
に
よ
り
二
尊
が
法
眼
寺
に
移
さ
れ
、現
在
は
三
体
と
も
に
法
眼
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
中
野
神
社
か
ら
移
さ
れ
た
不
動
明
王
は
、
文ぶ
ん

政せ
い

三
年
（
一
八
二
〇
）
に
石
川
忠
右
衛
門
と
忠
兵
衛
が

寄
進
し
た
剣
を
所
持
し
て
い
る
。
神
仏
の
持
物
ら
し
い
風
格
と
清
々
し
さ
を
備
え
た
見
事
な
両
刃
の
剣
で
あ
る
。

こ
の
剣
は
、
江
戸
時
代
の
名
刀
匠
で
あ
る
細
川
正
義
二
代
目
の
作
で
あ
る
。
当
時
は
復
古
刀
思
想
が
高
く
、
正
義

は
そ
の
中
心
と
な
る
川
部
儀
八
郎
正
秀
（
号
は
水す
い

心し
ん

子し

）
の
門
下
で
あ
る
。
備
前
伝
、
相
州
伝
を
得
意
と
し
、
後
に

作
州
津
山
藩
（
岡
山
県
津
山
市
）
の
工
人
と
し
て
江
戸
津
山
藩
邸
で
作
刀
し
た
。
正
義
の
剣
は
珍
し
く
、
ま
た
大
和

伝
に
て
作
ら
れ
て
お
り
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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有
形
文
化
財

御
神
刀

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
一
八

所
有
者

黒
石
神
社

長
さ

七
〇
・
二
㎝

反
り

三
・
〇
㎝

目
釘
穴

二
個

銘

正
恒

黒
石
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
太
刀
は
、
元
幅
が
二
・
八
㎝
と

広
く
、
先
中
が
一
・
六
㎝
と
細
い
。
棟む
ね

は
山
形
の
背
を
持
つ
庵
い
お
り

棟む
ね

で
反

り
高
く
、
切
先
は
猪
首
風
の
小
切
先
で
あ
る
。
茎し
の
ぎは
十
八
・
八
㎝
で
、

茎し
の

尻ぎ
じ
りは
刃
上
が
り
一
文
字
を
し
て
い
る
。
鍛
え
は
材
木
の
板
目
の
よ
う

な
細
か
な
小
板
目
を
基
調
と
し
て
い
る
。

身
幅
の
細
さ
に
対
す
る
腰
元
の
広
さ
と
強
い
踏
張
り
、
腰
方
の
深
い

反
り
と
真
直
ぐ
な
先
な
ど
古こ

備び

前ぜ
ん

の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
鎌

倉
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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本
来
は
、
安あ
ん

政せ
い

五
年
（
一
八
五
八
）
十
二
月
、
津つ

軽が
る

承つ
ぐ

叙み
ち

が
黒
石
十
一
代
藩
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
際
に
、
宗
藩

弘
前
十
一
代
藩
主
津
軽
順ゆ
き

承つ
ぐ

公
か
ら
拝
受
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
明
治
政
府
に
よ
り
帯
刀
が
禁
じ
ら
れ
た
た

め
、
承
叙
に
よ
っ
て
黒
石
藩
祖
を
祀
る
黒
石
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
刀
身
は
、
県
重
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
金
梨
子
地
牡
丹
紋
散
蒔
絵
衛
府
太
刀
拵
」
に
納
め
ら
れ
、
黒
石
神

社
の
御
神
刀
と
し
て
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
再
刃
（
焼
け
た
刃
）
で
あ
っ
た
た
め
県
の
指
定
か
ら

は
除
か
れ
た
が
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
七
日
、
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
に
よ
る
鑑
定
が
行
わ
れ
た
際
に

は
、
貴
重
刀
剣
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
再
刃
で
な
け
れ
ば
国
宝
級
と
も
い
わ
れ
る
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
太
刀
の
作
者
は
、
平
安
時
代
の
刀
工
・
正
恒
で
、
刀
工
の
数
が
非
常
に
多
い
古
備
前
の
中
で
も
特
に
有
名
な

人
物
で
あ
る
。
そ
の
作
品
は
、
国
宝
五
口
、
重
要
文
化
財
九
口
と
名
品
に
富
ん
で
い
る
。
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有
形
文
化
財

釣
燈
籠

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
一
八

所
有
者

黒
石
神
社

高
さ

二
九
・
五
㎝

胴
回
り

四
八
・
〇
㎝

重
量

一
・
二
五
㎏

銘

（
右
）

黒
石
御
墓
釣
燈
籠

（
左
）

延
寶
二
甲
寅
季
秋
廾
二
日

献
之
諸
臣
益
子
彦
右
衛
門
尉

□
吉

高
さ

二
九
・
五
㎝

胴
回
り

四
八
・
〇
㎝

重
量

一
・
二
〇
㎏

銘

（
右
）

黒
石
御
墓
釣
燈
籠

（
左
）

延
寶
二
甲
寅
年
季
秋
廾
二
日

献
之
諸
臣
長
澤
角
兵
衛
尉

薫
良
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黒
石
神
社
に
は
、
透
す
か
し

六ろ
っ

角か
く

釣つ
り

燈ど
う

籠ろ
う

が
二
基
保
存
さ
れ
て
い
る
。

頭
部
は
鉄
製
と
思
わ
れ
黒
色
で
、
宝ほ
う

珠じ
ゅ

に
は
軒
裏
か
ら
釣
り
下
げ
る
た
め
の
釣
輪
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
笠
に

は
十
二
枚
の
ハ
ス
状
の
飾
り
が
付
け
ら
れ
、
各
葉
の
中
央
部
に
は
円
形
の
く
ぼ
み
が
見
ら
れ
る
。
最
も
目
を
ひ
か
れ

る
火ひ
ぶ

袋く
ろ

は
地じ

金が
ね

に
銅
を
用
い
六
本
の
稜り
ょ
う（
柱
）
に
よ
り
六
面
体
を
構
成
し
、
上
部
に
は
花
菱
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
花

紋
、
下
部
に
は
青せ
い

海が
い

波は

に
似
た
波
状
の
文
様
が
刻
ま
れ
、
中
央
部
に
は
見
事
な
唐
草
文
様
が
透
か
し
彫
り
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
正
面
に
あ
た
る
二
面
は
観
音
開
き
の
扉
と
な
り
、
向
か
っ
て
右
の
扉
中
央
に
は
「
黒
石
御
墓
釣
燈
籠
」

と
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
左
の
扉
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
寄
贈
者
の
名
が
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
台
座
は
頭
部
同

様
鉄
製
で
、
六
角
形
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
角
に
は
細
か
な
文
様
が
刻
ま
れ
た
脚
が
付
い
て
い
る
。

こ
の
釣
燈
籠
は
、
黒
石
初
代
領
主
津
軽
信の
ぶ

英ふ
さ

の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
延え
ん

宝ぽ
う

二
年
（
一
六
七
四
）
に
、
奉
納
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
当
時
信
英
が
い
か
に
敬
わ
れ
、
ま
た
慕
わ
れ
て
い
た
か
が
伺
わ
れ
る
。
な
お
、
寄
進
者
で
あ
る
益
子

彦
右
衛
門
と
長
澤
角
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
黒
石
領
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

県
内
に
現
存
す
る
釣
燈
籠
で
は
、
永え
い

正し
ょ
う十
四
年
（
一
五
一
七
）
の
銘
を
も
つ
弘
前
市
百
沢
の
岩
木
神
社
所
有
の
も

の
が
最
も
古
く
、
県
重
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
黒
石
神
社
の
釣
燈
籠
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
作
で
あ
り
、
こ
れ
に

次
ぐ
古
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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有
形
文
化
財

石
燈
籠

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
一
八

所
有
者

黒
石
神
社

二
代
津
軽
信
敏
建
立
石
燈
籠
（
一
対
）

高
さ
一
九
〇
㎝

笠
の
直
径
六
三
㎝

中
台
の
直
径
六
三
㎝

竿
周
り
九
〇
㎝

刻
銘

延
寶
二
甲
寅
暦
九
月
二
十
有
二
日
當

黒
石
墓
石
燈
籠

両
基

於
十
有
三
年
而
奉
之

孝
子
信
敏

五
代
津
軽
著
高
建
立
石
燈
籠
（
一
対
）

高
さ
一
五
〇
㎝

笠
の
直
径
五
〇
㎝

中
台
の
直
径
四
〇
㎝

竿
周
り
七
八
㎝

刻
銘

寶
暦
十
一
□
□
□
九
月
二
十
二
日
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二
対
四
基
と
も
、
下
か
ら
基
壇
、
基
礎
、
竿
、
中
台
、
火

袋
、
笠
、
宝
珠
か
ら
構
成
さ
れ
る
石
燈
籠
で
あ
る
。
火
袋
は

四
面
体
で
あ
る
が
、
竿
は
円
柱
を
な
し
て
い
る
。
四
基
と
も

保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。

黒
石
二
代
領
主
津
軽
信
敏
が
建
立
し
た
石
燈
籠
は
、
延
宝

二
年
（
一
六
七
四
）
に
父
で
あ
る
信
英
の
十
三
回
忌
に
奉
納

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
に
釣
燈
籠
（
黒
石
市
文
化
財
）

と
手ち
ょ

水う
ず

鉢ば
ち

も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
黒
石
五
代
領
主
津

軽
著あ
き

高た
か

が
建
立
し
た
石
燈
籠
は
、
信
英
の
一
〇
〇
回
忌
に
あ

た
る
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。こ

れ
ら
の
石
燈
籠
は
信
英
に
係
わ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る

が
、
特
に
信
敏
建
立
の
石
燈
籠
は
、
元
禄
時
代
以
前
の
歴
史

資
料
と
し
て
の
価
値
が
高
い
。
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有
形
文
化
財

駕
籠

所
在
地

黒
石
市
大
字
山
形
町
八
二

所
有
者

法
眼
寺

宝
巌
山
法
眼
寺
に
は
、
全
体
が
黒
漆
塗
り
で
四
人
担
ぎ
の

乗
り
駕
籠
が
あ
る
。
こ
の
駕
籠
の
大
き
さ
は
、高
さ
六
九
㎝
、

前
幅
六
二
㎝
、
後
幅
七
五
・
五
㎝
、
奥
行
一
〇
八
㎝
で
あ
る
。

上
部
の
屋
根
に
固
定
さ
れ
た
担
ぎ
長な
が

柄え

は
、
全
長
四
・
三
四

ｍ
、
縦
横
一
五
㎝
前
後
の
角
柱
で
あ
る
が
、
張
り
合
わ
せ
で

内
部
が
空
洞
で
あ
る
た
め
見
か
け
よ
り
も
軽
量
で
あ
る
。
駕

籠
の
本
体
及
び
長
柄
は
黒
漆
塗
り
の
た
め
材
質
は
不
明
で
あ

る
が
、
桐
を
使
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

構
造
様
式
は
、
内
部
に
背
も
た
れ
や
左
右
の
肘
掛
け
の
備

え
が
あ
る
。
駕
籠
の
片
側
に
は
、
引
き
戸
で
出
入
口
が
付
い

て
い
る
。
内
部
の
底
は
板
張
り
で
あ
る
が
、
布
が
張
ら
れ
て

お
り
、
背
も
た
れ
や
左
右
の
肘
掛
け
が
設
え
ら
れ
、
上
等
布
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で
覆
っ
て
い
る
。
前
方
に
は
、
上
下
に
開
閉
式
の
障
子
と
紗
を
張
っ
た
小
窓
が
付
く
。
小
窓
に
は
二
重
仕
掛
け
で
周

囲
に
舶
来
の
ビ
ロ
ー
ド
布
や
金
具
を
使
用
、
後
方
は
板
張
り
に
布
を
張
る
。
左
右
の
引
き
戸
の
や
や
上
部
に
も
小
窓

が
あ
り
、
上
下
に
開
閉
し
、
紙
張
り
と
紗
張
り
の
二
重
障
子
が
取
り
付
け
て
あ
る
。
屋
根
の
差
し
掛
け
基
部
に
は
日

よ
け
の
竹
編
み
簾
と
雨
よ
け
の
油
紙
を
重
ね
て
捲
き
上
げ
て
固
定
し
て
い
る
。

黒
石
市
内
の
寺
院
で
は
、
こ
の
駕
籠
の
他
に
住
職
の
乗
駕
籠
が
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
、
法
眼
寺
の
住
職
が
高
級

武
家
の
待
遇
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
駕
籠
は
格
式
の
高
い
乗
り
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。

住
職
の
話
に
よ
れ
ば
、
木
部
の
損
傷
部
と
小
窓
の
周
囲
の
畳
表
を
張
っ
た
部
分
の
虫
喰
い
の
た
め
若
干
の
小
修
理

を
加
え
て
は
い
る
が
、
本
体
は
伝
来
の
ま
ま
で
現
形
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
駕
籠
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
眼
寺
の
『
仏
具
施
主
帳
』（
江
戸
時
代
中
期
頃
）
に
「
享

保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
乗
籠
一
張

黒
石
加
藤
権
七
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
寄
進
者
で
あ
る
加
藤
権
七
は
、
法

眼
寺
の
開
基
に
尽
力
し
た
加
藤
武
助
・
勘
兵
衛
（
初
代
）
と
関
連
の
あ
る
人
物
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
駕
籠
は
公
用
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。
公
用
と
は
、
黒
石
津
軽
家
へ
の
伺

候
、
黒
石
町
内
の
寺
院
合
同
の
仏
教
行
事
へ
の
参
向
な
ど
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
法
眼
寺
は
黒
石
五
代
領
主
津
軽
著あ
き

高た
か

の
世
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
十
月
か
ら
領
主
の
命
に
よ
り
武
運
長
久
、
国
家
安
泰
祈
願
の
た
め
の
祈
祷
を
行
っ

て
お
り
、
伺
候
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
以
降
は
殆
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
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有
形
文
化
財

津
軽
信
敏
建
立
の
石
碑

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
二
〇

所
有
者

黒
石
神
社

台
石
下
段

高
さ
〇
・
一
〇
〇
ｍ

幅
〇
・
五
八
〇
ｍ

奥
行
〇
・
五
八
〇
ｍ

台
石
上
段

高
さ
〇
・
一
八
五
ｍ

幅
〇
・
四
五
五
ｍ

奥
行
〇
・
四
五
五
ｍ

上
部

高
さ
〇
・
七
六
〇
ｍ

幅
〇
・
二
二
八
ｍ

奥
行
〇
・
一
五
六
ｍ

黒
石
初
代
領
主
津
軽
信
英
の
御
廟
の
中
に
建
立
さ
れ
て
い
る
石
碑
で
あ
る
。
黒
石
二
代
領
主
津
軽
信
敏
が
父
信
英

の
死
後
一
年
目
（
小
祥
）
に
あ
た
る
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
信
英
の
墓
と
し
て
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

石
碑
・
前
面
文
面
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石
碑
・
前
面
文
面
活
字
体

寛
文
季
秋
日
孝
子
信
敏
立

黒
石
牧
藤
原
姓
津
輕
氏
十
郎
左
門
信
英
之
墓

石
碑
・
後
面
文
面

石
碑
・
後
面
文
面
活
字
体

當
小
祥
而
立
焉
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有
形
文
化
財

藩
祖
信
英
公
頌
徳
碑

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
二
〇

所
有
者

黒
石
神
社

台
石

高
さ
〇
・
三
八
〇
ｍ

幅
一
・
二
一
〇
ｍ

奥
行
〇
・
六
七
五
ｍ

上
部

高
さ
一
・
五
一
〇
ｍ

幅
〇
・
九
一
五
ｍ

奥
行
〇
・
三
七
〇
ｍ

黒
石
初
代
領
主
津
軽
信
英
の
御
廟
の
中
に
建
立
さ
れ
て
い
る
石
碑
で
あ
る
。
正
面
、
側
面
二
面
に
銘
文
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
黒
石
三
代
領
主
津
軽
政ま
さ

兕と
ら

が
、
信
英
の
五
十
年
忌
に
あ
た
る
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
建
立
し
た
も
の

で
、
信
英
の
事
績
が
詳
し
く
刻
ま
れ
た
石
碑
で
あ
る
。
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石
碑
・
前
面
文
面
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石
碑
・
前
面
文
面
活
字
体

□
文
字
は
、
推
定
文
字
で
あ
る
。

故
十
郎
左
衞
門
津
輕
信
英
者
鎌
足
公
之
裔
孫
而
奕
世
縄
武
至
津
輕

右
京
亮
藤
原
為
信
為
之
中
興
組
始
信
英
産
武
州
江
戸
才
氣
勇
偉
長

五
尺
八
寸
自
講
武
學
文
兵
法
者
師
甲
州
生
田
十
太
夫
山
鹿
甚
五

左
衞
門
劔
術
者
祖
一
刀
流
從
習
梶
新
右
衞
門
學
鎗
則
師
山
本
加
兵

衞
弓
馬
亦
然
慕
吉
田
流
八
家
文
學
者
師
洛
陽
清
水
執
行
懇
遇

小
見
山
玄
益
中
村
源
助
及
丹
州
大
生
山
別
當
常
昌
寺
以
講
論
討
習

且
為
中
院
道
村
卿
門
下
詠
和
歌
有
其
力
則
游
戯
之
諸
藝
亦
莫
不

悉
學
為
其
人
也
温
良
慈
仁
親
臣
撫
民
制
度
安
家
兄
土
佐
守
津
輕

信
義
世
之
時
請

命
分
奥
州
津
輕
領
内
與
采
邑
五
千
石
於
信
英

仕
嚴
有
大
君
亡
兄
之
嗣
子
津
輕
平
蔵
為
庇
䕃
有

台
命
為
之
輔
検
故

執
政
傳

命
從
其
年
交
代
江
戸
寛
文
二
年
壬
寅
九
月
廾
二
日
罹
病

而
逝
歳
巳
四
十
三
葬
津
輕
黒
石
謚
稱
常
光
院
素
月
圓
心
藤
原
府
君

鳴
呼
乎
物
換
星
移
忽
然
今
歳
正
當
五
十
年
忌
辰
孝
孫
采
女

津
輕
信
全
建
碑
勒
銘
記
大
略
以
為
後
鑑
云
爾
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正
徳
元
年
辛
卯
九
月
廾
二
日

黒
石
領
主
津
輕
采
女
藤
原
信
全
立

石
碑
・
側
面
左
側
文
面

石
碑
・
側
面
左
側
文
面
活
字
体

貽
厥
悳
好

武
後
學
人
見
又
兵
衞
尉
小
野
行

□
□
□
□

識
且
銘
之

石
碑
・
側
面
右
側
文
面

石
碑
・
側
面
右
側
文
面
活
字
体

褐
帰
冥
漢

星
及
半
百
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有
形
文
化
財

黒
石
神
社
の
神
門

所
在
地

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
二
〇

所
有
者

黒
石
神
社

藩
政
時
代
の
黒
石
陣
屋
跡
に
あ
っ
た
門
で
、
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
に
現
在
の
場
所
に
移
築
さ
れ
、
黒
石
神
社
の
神

門
と
な
っ
た
。

神
門
は
薬や
く

医い

門も
ん

形
式
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、
屋
根
は
切

妻
・
鉄
板
葺
で
あ
る
。
門
の
規
模
は
一
間
一
戸
で
、
扉
及
び

蹴け
や

放ぶ
り

は
な
い
が
、
黒
石
神
社
に
神
門
の
一
部
と
思
わ
れ
る
扉

二
枚
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
神
門
の
柱
上
部
の
冠か
ぶ

木き

に
は
、

扉
軸
を
繋
ぐ
た
め
の
「
ほ
ぞ
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
建

築
当
初
は
扉
・
蹴
放
が
あ
り
、
移
築
時
に
そ
れ
ら
を
外
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
屋
根
の
小
屋
組
や
屋
根
周
り
、
袖

壁
な
ど
に
も
補
強
・
補
修
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
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黒
石
神
社
神
門
は
、
黒
石
陣
屋
に
関
係
す
る
建
造
物
の
中
で
現
存
す
る
唯
一
の
も
の
で
、
保
存
状
態
も
良
く
、
藩

政
時
代
の
建
築
文
化
を
知
る
上
で
貴
重
な
遺
構
で
あ
る
。
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