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は
じ
め
に

横
芝
光
町
は
、
千
葉
県
の
東
部
、
太
平
洋
岸
に
面
し
て
、
九
十
九
里
平
野
と
下
総
台
地
が
広
が
る
、
緩
や
か
な
土
地
で
温
暖
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
土
地
の
歴
史
は
、
古
く
は
旧
石
器
時
代
の
三
万
年
前
か
ら
、
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
と
続
い
て
人
々
は
自
然
と
共
に
暮
ら
し
、
奈
良

・

平
安
時
代

に
な
る
と
急
速
に
開
発
が
進
み
、
多
く
の
人
々
が
住
む
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
自
然
(
精
霊
)
崇
拝
の
原
始
宗
教
か
ら
、
哲
学
思
想
を
有
し

た
仏
教
が
入
り
、
宗
教
の
近
代
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
平
安
時
代
後
半
に
な
る
と
各
地
で
武
士
が
発
生
し
、
特
に
両
総
地
域
で
は
桓
武
平
氏
と
呼

ば
れ
る
武
士
団
が
最
も
早
く
出
現
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
武
士
団
が
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
政
治
の
舞
台
の
表
へ
と
出
て
力
を
有
し
て
く
る
と
、
仏
教

へ
帰
依
す
る
よ
う
に
な
り
、
檀
那
と
な
っ
て
各
地
に
寺
院
を
創
建
す
る
様
に
な
っ
た
。
町
内
で
も
現
在
も
各
集
落
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
寺

院
堂
宇
が
あ
り
、
そ
の
境
内
に
は
五
輪
塔
や
板
碑
な
ど
の
中
世
石
塔
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
期
か
ら
存
在
し
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
各
集
落
の
寺
院
は
檀
家
制
度
に
組
み
込
ま
れ
、
地
域
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
が
、
近
代
に
な
る
と
檀
家
制

度
の
崩
壊
に
よ
り
、
集
落
の
寺
院
は
存
続
が
困
難
に
な
り
、
住
職
が
不
在
に
な
っ
た
り
統
廃
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
近
で
は
寺
院
の
名
残
と
し
て
小

洞
や
墓
地
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
地
域
住
民
に
も
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
ご
く
一
部
の
住
民
の
情
報
を
元
に

探
し
て
み
る
と
、
小
柄
に
仏
様
が
隠
れ
る
様
に
納
め
ら
れ
て
い
た
り
、
寺
名
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
堂
宇
に
仏
様
が
安
置
さ
れ
て
い
る
所
が
あ
り
、

か
つ
て
の
仏
教
の
里
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

今
回
の
展
示
は
、
こ
の
よ
う
な
町
の
仏
教
環
境
の
中
で
、
町
内
で
四
件
あ
る
県
指
定
有
形
文
化
財
の
仏
様
の
う
ち
、
昨
年
、
修
理
を
施
し
た
仏
様

を
、
そ
の
修
理
成
果
を
公
開
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
町
内
の
他
の
指
定
仏
像
や
無
指
定
の
現
存
す
る
今
も
古
色
を

残
し
た
仏
像
も
あ
わ
せ
て
公
開
し
、
い
か
に
こ
の
町
に
多
く
の
優
れ
た
仏
像
が
あ
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
集
め
た
仏
像

・

仏
画
は
三
十

三
件
、
五
十
点
に
お
よ
ぶ
が
、
集
め
た
仏
像
の
多
く
が
ほ
こ
り
が
被
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
破
損
し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
指
定
し
て
い
る

仏
像
で
あ
れ
ば
、
修
復
す
る
な
ど
の
手
だ
て
を
考
え
る
が
、
無
指
定
の
も
の
は
管
理
者
の
責
任
に
か
か
っ
て
い
る
。
ま
だ
、
仏
像
が
あ
る
所
は
ま
し

で
、
今
回
の
企
画
展
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
前
調
査
し
て
来
た
中
に
は
盗
難
に
あ
っ
て
何
も
残
さ
れ
て
な
い
所
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
。

今
回
の
企
画
展
で
は
、
こ
う
し
た
仏
像
の
文
化
財
と
し
て
の
大
切
さ
を
喚
起
す
る
す
る
だ
け
で
な
く
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の

「
仏
様
」

を
見
直
し
、

そ
れ
を
一
つ
の
核
と
し
て
地
域
の
粧
品
が
り
を
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
も
い
る
。

今
回
、
こ
の
仏
像
展
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
関
係
者
の
皆
様
、
実
行
委
員
会
の
先
生
方
に
は
、
ご
指
導

・

ご
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、

町
内
の
仏
像
管
理
者
か
ら
は
多
大
な
ご
協
力
を
得

、

仏
様
の
貸
出
に
快
〈
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
に
は
こ
の
よ
う
な
企
画
を
待
ち
望
ん
で
い

ま
し
た
と
、
勇
気
の
出
る
お
言
葉
も
頂
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
皆
様
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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「浄
土
へ
の
招
待
」
横
芝
光
町
の
仏
像
展
開
催
に
あ
た
っ
て

「
浄
土
へ
の
招
待
」
横
芝
光
町
の
仏
像
展
は
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
二
日

1

七
月
二
十
一
日
に
町
立
図
書
館
二
階
町
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
し
た

企
画
展
で
あ
る
。

本
企
画
展
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、
委
員
の
先
生
方
に
展
示
仏
像
の
選
定
等
、
ご
指
導
・

ご
助
言
を
賜
っ
た
。

「浄
土
へ
の
招
待
」
横
芝
光
町
の
仏
像
展
実
行
委
員
会
(
敬
称
略
)

委
員
長
橋
浦
芳
朗
(
永
享
寺
副
住
職
)

委
員
大
津
頼
政
(
隆
台
寺
住
職
)

委
員
半
田
照
善
(
新
善
光
寺
住
職
)

委
員
塚
本
是
順
(
弘
経
寺
住
職
)

委
員
久
保
田
剛
士
(
明
光
院
住
職
)

本
図
録
は
、

「浄
土
へ
の
招
待
」
横
芝
光
町
の
仏
像
展
に
展
示
し
た
仏
像
及
び
仏
画
等
を
収
録
し
、
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
図
録
の
執
筆
・
編
集
は
道
薄
明
が
当
っ
た
。

上
水竹賓向越飯千二篠小げ 「 謝
須内川後川泉葉又本川ま j争辞
健敏信通裕太市長新台す土
之恭夫 男子美福善隆。へ

宗術寺光台(の
館 寺寺敬招

称待
略」

)横

芝
光
百T

の

イム
像
展
を
実
施
す
る

あ
た

多
<
の

関
イ系
者
。〉

協
力
を
賜

ま
し
た
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こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し

上
原
持
宝
院

篠
本
弘
経
寺

傍
示
戸
成
就
院

古
仏
修
復
工
房

加
瀬
喜
久
治

越
川
事
骨
満
男

斎
藤
勝

下
河
章
男

樋
ロ
広
三

宮
内
敏
彦

古
屋
薬
玉
院
福
秀
寺

辻
観
音
院

宝
米
明
光
院
宝
蔵
寺

横
芝
光
町
ふ
る
さ
と
歴
史
ロ
マ
ン
研
究
会

片
岡
鉄
夫

越
川
洋
一

斎
藤
昭

鈴
木
平

長
嶋
千
代
美



横
芝
光
町
の
仏
像
概
観

横
芝
光
町
に
は
、
平
安
時
代
作
と
伝
わ
る
県
・
可
指
定
の
仏
像
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
企
画
展
実
施
の
た
め
の
調
査
を
一
年
に
わ
た
っ
て

調
査
し
た
結
果
、
多
く
の
古
相
を
残
し
た
仏
像
等
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
個
々
の
仏
像
を
拝
む
と
、
こ
の
地
域
で
の
特
徴
を
つ
か
む
こ
と
は
難
し

か
っ
た
が
、
一
同
に
集
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
一
{
疋
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
し
か
し

、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
無
住
の
お
寺
や
洞
の

よ
う
な
所
に
安
置
さ
れ
、
地
元
か
ら
も
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
破
損
し
た
り
壊
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
仏
像
が
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仏
像
は

そ
の
伝
来
す
ら
も
分
か
ら
な
く
な
り
、
か
つ
仏
像
そ
の
も
の
に
銘
す
ら
も
書
い
て
い
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
正
確
な
像
立
年
代
の
分

か
る
仏
像
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
横
芝
光
町
の
今
あ
る
仏
像
に
つ
い
て
簡
単
な
が
ら
そ
の
概
観
を
、
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

平
安
時
代

こ
れ
ま
で
に
分
か
っ
て
い
る
中
で
、
横
芝
光
町
の
仏
像
で
最
も
古
い
も
の
は
、
辻
観
音
院
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
で
あ
る
。
こ
の
仏
像
は
端
正
な
顔

立
ち
と
納
衣
の
文
様
な
ど
か
ら
、
平
安
時
代
後
期
の
定
朝
様
式
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ

、

お
そ
ら
く
京
仏
師
の
作
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
次
に
平
安
仏
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
{
玉
米
明
光
院
の
阿
弥
陀
如
来
三
尊
像
の
う
ち
の
主
尊
で
あ
る
。
木
造
で
だ
い
ぶ
痛
み
が
著

し
く
、
本
来
の
姿
は
失
っ
て
い
る
が
、
顔
立
ち
の
面
相
や
衣
の
形
相
か
ら
平
安
仏
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
脇
侍
は
鎌
倉
時
代
の
作
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代

鎌
倉
時
代
で
は
、
前
出
の
宝
米
明
光
院
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
脇
侍
で
、
木
造
で
あ
る
が
こ
の
時
期
の
善
光
寺
式
三
尊
像
の
観
音

・

勢
至
菩
薩
像
と

同
じ
姿
で
あ
り

、
主
尊
の
阿
弥
陀
如
来

像
に
こ
の
時
代
に
脇
侍
を
追
造
し
て

、
こ
の
時
代
に
流
行
っ
た
善
光
寺
式
三
尊
像
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
篠

本
新
善
光
寺
と
小
川
台
隆
台
寺
の
銅
造
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
典
型
と
し
て
そ
の
存
在
を
示
し
、
千
葉
県
内
で
も
類
例
が
多
〈
知
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
、
昨
年
度
修
理
し
た
古
屋
薬
王
院
の
薬
師
如
来
立
像
は
、
当
初
平
安
時
代
の
作
と
思
わ
れ
て
い
た
が

、

修
理
時
の
調
査
に
よ
っ
て
胎
内
銘
に

永
久
元
年
と
墨
書
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
大
檀
那
平
常
秀
名
が
あ
り
、
造
立
以
来
、
背
を
は
ず
し
て
の
修
理
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
紀
年

銘
が
造
立
年
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
像
に
関
し
て
は
、
等
身
大
の
大
き
さ
に
、
重
厚
な
彫
り
と
衣
紋
の
形
か
ら

、
平
安
時
代

の
作
と
思
わ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
今
回
の
修
理
で
は
、
表
面
に
麻
布
を
貼
り
、
漆
を
厚
く
塗
る
木
芯
乾
漆
造
と
言
う
技
法
を
使
っ
て
い
る
と
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
古

い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で

、

胎
内
銘
が
あ
っ
た
こ
と
で
霧
が
晴
れ
た
気
持
ち
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
仏
像
の
復
古
造
が
あ
っ
た
と
い

3 



う
新
知
見
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

南
北
朝
・

室
町
時
代

南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
で
は
、
京

・

鎌
倉
辺
り
で
も
あ
ま
り
名
の
あ
る
仏
像
は
知
ら
な
い
が
、
本
町
内
で
も
明
確
に
こ
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
仏
像
は
少
な
い
。
わ
ず
か
に
市
野
原
馬
頭
観
音
堂
に
あ
っ
た
聖
観
音
菩
薩
立
像
が
、
山
武
市
西
照
寺
の
十

一
面
観
音
菩
薩
立
像
に
比
較
で
き

る
。
同
様
な
形
の
仏
像
で
は
、
辻
観
音
院
の
聖
観
音
菩
薩
立
像
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
最
近
の
修
理
に
よ
っ
て
塗
り
直
さ
れ
、
本
来
の
彩
色
が
分
か

ら
な
く
な
り
、
制
作
年
代
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
ニ

1

三
件
、
こ
の
時
期
に
ま
で
遡
る
か
と
考
え
ら
れ
る
仏
像
も
あ
る

が
、
不
明
な
点
が
あ
る
の
で
こ
の
あ
と
の
時
代
の
範
鴫
と
し
て
お
く
。

江
戸
時
代

江
戸
時
代
に
な
る
と
お
寺
は

、

檀
家
制
度
に
よ
っ
て
体
制
に
組
み
込
ま
れ

、

多
く
の

寺
院
の
建
立
と
仏
像
が
造
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
幕
府

は
徳
川
家
康
の
死
去
後
、
日
光
に
東
照
宮
と
輪
王
寺
を
建
立
す
る
た
め
、
そ
こ
に
多
く
の
仏
師
や
大
工
が
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
で
き

た
後

、

仏
師
や
大
工
が
江
戸
を
本
拠
に
し
て
関
東
各
地
の
寺
院
建
立
や
仏
像
造
立
に
関
わ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
仏
師
の
系
統
が
慶
派
の
流
れ
を
引
く

京
都
の
七
条
仏
師
で

、

町
内
の
多
く
の
仏
像
は
こ
の
流
れ
の
仏
師
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
仏
像
の
特
徴
は
、
端
正
な
顔
と
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
体
形
、
全
身
に
彩
色
が
施
さ
れ

、

4手
慣
れ
た
仏
師
の
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

。
ま

た
、
ム
口
座
や
光
背
も
丁
寧
に
造
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
仏
像
で

は
、
こ
う
し
た
仏
師
の
作
と
は
異
な
る

、

一
木
造
で
素
地
の
ま
ま
の
素
朴
な
彫
り
の
仏
像
が
あ
る

。

こ
の
時
代
、
円
空
や
木
喰

な
ど
の
遊
行
僧
に
よ
る
造
仏
が
有
名
で
あ
る
が

、

そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
僧
か
仏
師
で
な
い
も
の
の
造
仏
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

欠

は
じ
め
に

「
浄
土
へ
の
招
待
」
横
芝
光
町
の
仏
像
展
開
催
に
あ
た
っ
て

横
芝
光
町
の
仏
像
概
観

一
浄
土
へ
の
仏
様

ニ
小
さ
い
仏
様

三
被
災
し
た
仏
様

受
茶
羅

女
性
の
仏
様

目五四

4 

1 

ム
ノ、

仏
様
と
神
様
と
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浄
土
へ
の
仏
様

1 

阿
弥
陀
如
来
坐
像

木
造
彫
眼
漆
箔

像
高
五
三

・

三
叩

平
安
時
代
後
期
十
二
世
紀

辻
観
音
院

千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財

ヒ
ノ
キ
材
の
一
木
割
矧
造
で
、
漆

箔
で
仕
上
げ
ら
れ
た
、
端
正
な
顔
立

ち
の
如
来
像
で
あ
る
。
昭
和
五
十
三

年
に
修
理
さ
れ
、
そ
の
時
に
構
造
等

が
確
認
さ
れ
た
。

螺
発
は
切
子
形
、
肉
髪
珠

・

白
老

に
は
水
晶
が
蔽
め
ら
れ
、
手
は
来
迎

印
を
結
び
、
足
は
結
蜘
扶
坐
す
る
。

顔
は
丸
み
を
有
し
、
伏
目
の
細
い
目

に
、
小
さ
い
鼻
筋
に
、
軽
〈
結
ん
だ

唇
は
慎
ま
し
い
様
相
で
す
。
な
で
肩

で
薄
い
納
衣
の
械
式
化
し
た
表
現
は
、

定
朝
様
式
を
示
し
、
平
安
後
期
の
作

品
と
考
え
ら
れ
る
。

5 



2

薬
師
如
来
立
像

木
造
漆
箔
彫
眼

像
高
一
六
三

・
O
叩

古
屋
薬
王
院

千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財

6 



右側面

古
屋
薬
王
院
木
造
薬
師
如
来
立
像
の
修
理

本
像
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
千
葉
県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

県
内
で
も
古
相
を
伝
え
る
仏
像
と
し
て
、
栗
山
川
左
岸
の
河
岸
段

丘
上
に
あ
る
古
屋
薬
玉
院
に
安
置
さ
れ
て
き
た
。
平
成
二
十
一
年

、

当
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
示
公
開
す
る
に
当
た
っ
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

痛
み
が
著
し
く
移
動
自
体
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
本
像
は

指
定
以
来
、
修
理
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
本
格
的
な
像
の
調
査
も

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
制
作
年
代
等
の
謎
を
秘
め
て
い
た
。

そ
こ
で
将
来
に
わ
た
っ
て
長
〈
保
存
す
る
た
め
の
修
理
を
す
べ
く
、

そ
の
費
用
の
補
助

・

助
成
を
各
方
面
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
ニ

十
四
年
度
に
公
益
財
団
法
人
住
友
財
団
、
千
葉
県
、
横
芝
光
町
か
ら

得
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
、
修
理
事
業
が
同
年
に
実
施
さ
れ
た
。

本
像
の
修
理
は
、
主
に
表
面
の
剥
離
し
か
け
て
い
る
漆
箔
を
固
定

し
、
表
面
保
護
の
た
め
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
欠
損
し
て
い
る
左
手

の
新
造
、
像
の
安
定
を
図
る
た
め
の
台
座
の
新
造
な
ど
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
伴
っ
て
像
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
の
結
果
、
像
は
一
木

造
り
で
あ
る
が
、
表
面
に
麻
布
を
貼
り
、
そ
の
上
に
木
糞
漆
を
塗
る

木
芯
乾
漆
造
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ

た
。
こ
れ
は
手
聞
が
か
か
り
、

平
安
前
期
の
製
法
で
あ
る
。
胎
内
は
内
引
り
が
施
さ
れ
、
隙
聞
が
あ

る
が
、
胎
内
に
墨
書
と
経
巻
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

7 

修理前の像



胎内納入経巻と鎚

，、

~ . 

ー

胎内にある経巻

胎
内
墨
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

胎内墨書銘の内視鏡写真

大
勧
進
金
剛
悌
子
智
明

大
檀
主
平
常
秀
平
代

大
オ成

寅八
月
八
日

承
久
元
年度

玄

墨
書
銘
に
よ
る
大
檀
主
平
常
秀
は
、
千
葉
常
胤
の
孫
で

上
総
権
介
常
秀
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
生
年
は
墨

書
年
代
と
も
一
致
す
る
。
こ
の
上
総
常
秀
は
龍
角
寺
再
建

に
も
関
わ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
地
域
に
も
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

胎
内
に
あ
っ
た
経
巻
は
、
表
面
が
ほ
と
ん
ど
虫
害
に
あ

い
失
わ
れ
て
い
た
。
巻
い
て
あ
る
紙
は
硬
く
、
簡
単
に
は

解
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
が
、
一
部
と
れ
た
紙
片
か
ら
経
巻
と
思
わ
れ
る
。

8 



3

阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
立
像

金
銅
造

像
高
主
尊
四
六

・

ニ
佃

右
脇
侍
三

0
・
一
叩

左
脇
侍
三

0
・

五
四

鎌
倉
時
代

篠
本
新
善
光
寺

千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財

水
晶
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
納
衣
は
両
肩
か

ら
胸
前
に
折
り
返
し
を
表
し
、
左
手
は
下
げ
て
第

二
・
三
指
を
伸
ば
し
他
の
指
を
握
る
刀
印
を
結
び
、

右
手
は
胸
の
脇
で
五
指
を
伸
ば
し
て
立
て
る
施
無

畏
印
を
結
ぶ
。
台
座
は
蓮
実

・

返
花
・

涯
の
三
重

蓮
華
座
で
、
涯
は
八
角
形
で
あ
る
。

脇
侍
は
宝
冠
を
被
り
、
右
観
音
の
宝
冠
正
面
に

阿
弥
陀
像
を
、
左
勢
至
に
は
宝
瓶
を
鋳
出
し
て
い

る
。
い
ず
れ
も
右
手
を
上
に
し
て
両
手
を
重
ね
て

い
る
。

9 



4

阿
弥
陀
如
来
立
像
及
び
両
脇
侍
立
像

銅
鋳
造
鍍
金
彫
娘

像
古
向
主
尊
四
八

・

五
個

両
脇
侍
三

0
・

五
回

鎌
倉
時
代
十
三
世
紀
後
半

小
川
台
隆
台
寺

千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財

善
光
寺
式
の
阿
弥
陀
三
尊
像
で
、
主
尊
の

螺
髪
は
施
毛
型
、
納
衣
は
胸
前
で
折
り
返
し

を
表
す
。
左
手
は
下
げ
て
第
二

・

三
指
を
伸

ば
し
他
を
握
っ
た
刀
印
を
結
び

、

右
手
は
五

指
を
伸
ば
し
て
立
て
る
施
無
畏
印
を
結
ぶ
。

脇
侍
は
宝
冠
を
被
リ
、
右
観
音
像
に
は
宝

冠
正
面
に
阿
弥
陀

、

左
勢
至
に
は
宝
瓶
を
鋳

だ
し
て
い
る
。
手
は
観
音
が
右
手
を
上
に

、

勢
至
が
左
手
を
上
に
重
ね
て
い
る
。

本
主
尊
は
、
香
取
市
織
幡
の
薬
師
如
来
と

同
型
で
鋳
造
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て

い
る
。

10 



5 

阿
弥
陀
如
来
及
び

両
脇
侍
立
像

木
造
彫
眼

像
高
主
尊
九
三

・

三
佃

右
脇
侍
五
三

・

五
四

左
脇
侍
五
五

・

五
個

平
安
時
代
後
期

宝
米
明
光
院

町
指
定
有
形
文
化
財

本
像
は
元
々
宝
米
内
の
阿

弥
陀
堂
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、

か
な
り
痛
み
が
進
ん
で
い
た
。

江
戸
時
代
に
も
修
復
さ
れ
た

と
思
わ
れ
、
そ
の
時
、
脇
侍

に
宝
冠
と
天
衣
が
附
け
ら
れ

た
。
主
尊
の
表
面
に
は
、
貼

付
け
た
麻
布
が
残
リ

、

木
芯

乾
漆
造
か
。
ま
た
、
主
尊
の

白
老
に
は
水
田
聞
が
絞
め
ら
れ

て
い
る
。

11 



6

阿
弥
陀
如
来
立
像
及
び

両
脇
侍
立
像

木
造
主
尊
玉
眼
、
彩
色

肉
髪
珠
証
明
硲

白
乏
水
品

脇
侍
彫
眼

像
高
主
尊
九
二
・

O

叫

両
脇
侍
六
ニ
・
八
叩

江
戸
時
代

傍
示
戸
成
就
院

主
尊
の
阿
弥
陀
如
来
は
寄
木

造
り
で
、
中
が
中
空
で
あ
る
。

脇
侍
は
一
木
造
で
、
手
が
別
材

で
あ
る
。
主
尊
の
頭
は
大
き
め

で
丸
み
を
帯
び
、
彩
色
か
ら
も

う
少
し
古
い
か
も
し
れ
な
い
。

12 



7

阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図

紙
本
着
色

手
尊
縦
五
七
・
五
個

右
脇
寺
縦
五
七

・

七
仙

左
脇
侍
縦
五
七

・

七
団

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

三
幅
に
分
か
れ
て
描
か
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
で
、

い
ず
れ
も
色
彩
・
筆
致
は
同
じ
で
、
三
幅
揃
い
で
描
か

れ
た
図
幅
で
あ
る
。
入
っ
て
い
た
箱
の
裏
書
に
は
、
京

土
産
」
と
書
か
れ
、
京
都
で
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

薄
い
赤
色
岩
彩
で
三
尊
と
雲
台
を
描
い
て
い
る
。

箱
書
き
市
野
原
村

天
保
八
酉
年
十
一
月
士
ロ
日

慈
恩
寺
法
印
受
真上

京
土
産 横

二
八
・
O

叩

検
二
八
・
O
叩

横
二
八

・
O

佃

13 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
馬
頭
観
音
堂
は
か
つ
て
慈
恩
寺

と
い
う
お
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。



8

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

木
造
玉
眼
漆
箔
彩
色

像
高
一

O
四
・
四
四

江
戸
時
代

宮
内
宝
持
院

本
像
は
、
町
内
仏
像
で
は
大
き
い
ほ

う
で
、
全
体
に
金
箔
が
残
リ
、
状
態
と

し
て
は
い
い
ほ
う
で
あ
る
が
、
頭
上
の

顔
は
別
材
で
造
り
は
め
て
い
る
が
、
四

面
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
体
形
は
少
し

太
め
で
、
衣
は
立
体
的
に
造
ら
れ
、
天

衣
は
別
材
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
蓮
華

座
も
蓬
弁
を
丁
寧
に
造
リ
、
台
芯
に
付

け
ら
れ
て
い
る
。

14 



9 

薬
師
如
来
立
像

木
造
漆
箔
彫
眼

像
高
三
九
・
八
仰

光
背
か
ら
ム
口
座
下
部
ま
で
の
高
さ

七
八
・
O

叩

上
原
薬
師
堂

像
は
右
手
を
欠
失
し
て
い
る
以
外
は
、

ほ
と
ん
ど
損
傷
が
な
い
よ
く
保
存
さ
れ

た
仏
様
で
あ
る
。
肉
髪
珠
に
は
玉
が
は

め
ら
れ
、
像
全
体
に
漆
箔
を
施
し
て
あ

っ
た
と
忠
わ
れ
る
が
、
今
は
納
衣
の
み

に
残
る
。
光
背
は
飛
天
光
で
、
ム
口
座
は

蓮
華
座
で
、
下
段
の
彫
刻
が
細
か
い
。

像
の
面
相
は
少
し
ふ
く
ら
み
の
あ
る

端
正
で
、
全
体
に
丁
寧
な
造
り
で
、
手

馴
れ
た
仏
師
が
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

像
本
体
に
は
修
理
が
な
い
が
、
光
背

を
修
理
し
て
い
る
。

15 

肉
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m
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

木
造
彩
色
漆
箔

像
高
四
八

・

五
叩

江
戸
時
代

上
原
持
宝
院

ほ
と
ん
ど
損
傷
の
な
い
仏
様
で
、

頭
上
の
十
面
仏
も
す
べ
て
あ
る
。

し
か
し
、
光
背
は
近
代
に
入
っ
て

か
ら
の
修
復
の
跡
が
あ
り
、
釘



銅
線
に
よ
る
結
束
、
そ
の
上
か
ら

紙
を
貼
っ
て
漆
を
塗
っ
て
い
る
。

像
の
面
相
は
端
整
で
、
納
衣
や

天
衣
な
ど
、
全
体
の
容
像
も
丁
寧

な
造
り
で
、
手
馴
れ
た
仏
師
の
作

で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
れ
る
。
須

弥
檀
と
蓮
台
の
工
作
も
細
か
く
、

専
門
の
工
房
で
造
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

16 



日
聖
観
音
菩
薩
立
像

木
造
漆
箔
彫
眼

像
高
五
ニ

・

五
個

ム
口
座
か
ら
の
高
さ
六
七

・

八
四

南
北
朝
時
代

辻
観
音
院

そ
ん
な
に
古
く
な
い
時
代
に
修
理
さ

れ
、
そ
の
時
に
両
手
は
新
た
に
補
追
さ

れ
て
小
さ
く
、
ま
た
、
塗
リ
直
さ
れ
て

、

今
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が

、

元
々
は

素
地
造
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
宝
冠
は

後
補
で
あ
る
。
ム
口
座
は
別
の
物
を
代
用

し
た
か
。

17 



ロ
不
動
明
王
立
像

木
造
彩
色
玉
眼

像
高
四

0
・
0

叩

火
炎
光
背

1

ム
口
座
五
九

・
O

叩

江
戸
時
代

辻
観
音
院

像
本
体
は

一
木
造
り
で
、
右
手
に
宝
剣
を

持
ち
、
左
手
は
下
げ
て
持
物
は
欠
損
す
る
。

火
炎
光
背
は
、
一
部
が
像
造
時
の
物
で
あ
る

が
、
ほ
と
ん
ど
は
新
補
さ
れ
て
い
る
。

台
座
は
赤
漆
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
後

に
群
青
を
塗
布
し
て
い
る
。
頭
髪
の
弁
髪
は

な
く
、
新
し
い
様
相
を
示
す
。

18 



正面

日
毘
沙
門
天
立
像

木
造
彩
色
玉
眼

像
高
四

0
・
0

叩

江
戸
時
代

辻
観
音
院

頭
部
は
蔽
め
込
み
式
、
胴
部
は
寄
席
木
造
り
で
、

邪
鬼
座
は
一
木
で
、
台
座
も
一
木
で
周
り
の
立
ち

上
が
り
を
附
け
て
い
る
。
両
手
首
を
欠
損
し
、
持

物
は
不
明
で
あ
る
。
全
体
に
厚
〈
彩
色
が
施
さ
れ

て
い
る
が
、
剥
落
が
著
し
い
。
像
容
が
ず
ん
ぐ
り

と
し
て
、
江
戸
時
代
の
特
徴
で
あ
ろ
う
か
。

細
か
い
彩
色
文
様
が
あ
り
、
も
と
の
造
り
は
い
い
。

19 
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14 

飛
天
光
背
・

蓮
台
を
有
す
る
像
で
、

頭
部
・

胴
-

背

・
手
・
足
の
部
分
を

合
わ
せ
た
寄
木
造
り
で
あ
る
。
全
体

は
漆
箔
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

頭
髪
は
群
青
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

丁
寧
な
造
り
で
あ
る
が
、
漆
箔
の
剥

離
が
甚
だ
し
い
。

大
日
如
来
坐
像

木
造
彩
色
漆
箔

像
高
三
七

・
O

叩

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
{
玉
米
明
光
院
)

背面

右側面

20 



15 

阿
弥
陀
如
来
坐
像

木
造
彫
眼
彩
色

像
高
ニ

0
・

三
叩

ム
口
座1
光
背
の
高
さ
四
九

・

三
叩

江
戸
時
代

傍
示
戸
成
就
院

ず
ん
ぐ
り
し
た
如
来
像
で
あ
る
。

頭
は
育
、
衣
は
弁
柄
、
光
背
は
飛

天
光
で
、
黒
地
に
金
彩
し
て
い
る
。

蓮
台
の
台
座
は
、
簡
略
化
さ
れ
て

い
る
。

21 



日
如
意
輪
観
音
菩
薩
坐
像

木
造
寄
木
造
玉
眼

白
老
水
晶
彩
色

像
高
二
三

・

七
四

江
戸
時
代

傍
示
戸
成
就
院

木
造
の
如
意
輪
観
音
は
珍
し
く
、

町
内
で
は
こ
れ
以
外
に
は
確
認
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
肝
心
な
腕

を
な
く
し
、
彩
色
も
だ
い
ぶ
落
ち

て
、
頭
の
か
し
げ
具
合
と
な
く
し

た
立
て
膝
と
か
ら
、
そ
れ
と
分
か

る
。
蓮
台
は
蓬
花
弁
を
付
け
た
も

の
で
あ
る
。

22 



17 

聖
観
音
菩
薩
立
像

木
造
漆
箔
彫
眼

像
高
六
一
・

O

叩

南
北
朝
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
宝
米
明
光
院
)

頭
部
は
別
材
で
、
体
部
は
前
面
と

背
部
が
別
で
、
背
部
は
後
に
新
造
し

て
い
る
。
像
全
体
に
下
地
に
胡
粉
を

塗
り
、
そ
の
上
に
漆
箔
を
つ
け
て
仕

上
げ
て
い
る
。

本
像
は
山
武
市
板
附
西
照
寺
の

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
と
像
容
が

よ
く
似
て
い
る
。

23 



18 

阿
弥
陀
如
来
立
像

木
造
素
地

像
高
四
三

・

三
叫

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
宝
米
明
光
院
)

一
木
造
り
で
像
本
体
か
ら
ム
口
座
ま
で

彫
り
出
し
た
像
で
、
素
朴
で
あ
る
が
、

軟
ら
か
い
材
で
あ
っ
た
た
め
か
、
虫
食

い
が
著
し
い
。

24 



ゆ
聖
観
音
菩
薩
立
像

木
造
素
地
彫
眼

像
高
五
ニ

・

八
叩

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
宝
米
明
光
院
)

本
像
は
一
本
の
木
か
ら
彫
り

出
し
た
木
像
で
、
決
し
て
洗

練
さ
れ
た
造
り
で
は
な
い
が
、

心
の
こ
も
っ
た
彫
り
は
、
円
空

仏
に
も
通
じ
る
。

材
質
は
広
葉
樹
で
、
虫
食
い

は
な
く
素
朴
で
は
在
る
が
、

し
っ
か
り
と
し
た
仏
様
で
あ
る
。

25 



20 

菩
薩
形
立
像

木
造
彩
色
(
弁
柄
)

像
高
四
一

・

六
佃

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
宝
米
明
光
院
)

一
木
造
り
の
像
で

、

手
先
の
み

別
材
で
造
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

が
失
わ
れ
て
い
る
。
粗
い
が
し
っ

か
り
し
た
彫
り
で
形
相
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
像
は
定

型
的
で
あ
け
、
虫
食
い
は
な
い
ど

こ
ろ
か
ら
、
古
く
は
な
い
と
忠
わ

れ
る
。

26 



2 l 3 
4 5 6 7 

21 

七
観
音
菩
薩
立
像

木
造
彫
眼

像
高

1

五
四
・

0
ω

2

二
五
・
o
m

3

ニ
七
・
二
叩

4

ニ
三
・
O

叩

5

ニ
六
・
五
叩

6

ニ
ニ
・
五
個

7

二
三
・
八
四

台
座
幅
七
ニ
・

O

叩

江
戸
時
代

ニ
又
長
福
寺

七
観
音
参
り
が
こ
の
地
域
に
あ

り
、
石
仏
で
は
他
の
地
区
に
あ
る

が
、
木
造
で
の
七
観
音
は
こ
れ
以

外
に
は
知
ら
な
い

。

観
音
像
は
い

ず
れ
も
一
木
造
り
、
素
朴
な
彫
り

で
、
素
人
の
作
と
忠
わ
れ
る
。
台

座
は
後
世
の
作
で
あ
ろ
う
。

27 



小
さ
い
仏
様

幻
如
来
形
立
像

木
造
漆
箔

像
高
一
九
・
ニ
叩

鎌
倉
時
代

ニ
又
長
福
寺

小
さ
い
仏
像
で
あ
る
が
、
細
か
い
彫
り
込
み
は
丁
寧
に

仕
上
げ
ら
れ
、
表
面
の
漆
箔
は
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
作
か
と
忠
わ
れ
る
。

下
の
菩
薩
像
と
一
緒
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
茸
ロ
薩
形
立
像

木
造
素
地

像
高
一
六

・
五
叩

江
戸
時
代

ニ
又
長
福
寺

こ
の
像
も
小
さ
く
、
上
と
同
じ
持
仏
で
あ
ろ

う
か
。
上
の
如
来
形
像
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で

あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
何
か
に
付
け
ら
れ
て
い
た

と
忠
わ
れ
、
一
肩
と
足
聞
に
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。

裾
の
文
械
か
ら
江
戸
時
代
の
作
と
忠
わ
れ
る
。

28 



24 

如
来
形
立
像

一
木
造
り
素
地

像
高
一
六

・
一
叩

江
戸
時
代

傍
-
不
戸
成
就
院

ム
口
座
と
共
に
一
一
体
で
彫
り
上

げ
て
い
る
。
頭
の
螺
髪
は
な
く
、

顔
は
磨
り
減
っ
て
、
目
鼻
が
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
全
体

的
に
浅
い
彫
リ
で
、
素
人
の
作

と
思
わ
れ
る
。

29 



お
如
来
形
立
像

木
造
彫
眼
彩
色

像
高
三
三

・

三
個

江
戸
時
代

宮
内
宝
持
院

小
さ
い
如
来
形
像
で
あ
る
が
、

細
か
い
彫
刻
は
丁
寧
で
あ
る
。

し
か
し
、
両
手
は
欠
損
し
、
表

面
の
彩
色
は
剥
落
し
、
下
地
が

見
え
て
い
る
の
は
痛
々
し
い
。

木
芯
に
下
地
の
胡
粉
を
塗
り
、

赤
漆
を
塗
っ
て
い
る
が
、
こ
の

胡
粉
が
劣
化
を
早
め
て
い
る
よ

う
だ
。像

は
頭
が
少
し
前
屈
み
に
な

り
、
肉
警
は
高
め
で
あ
る
所
か

ら
、
古
目
か
も
し
れ
な
い
。

30 



26 

如
来
形
立
像

木
造
彫
眼
彩
色

像
高
四
一
・
七
四

江
戸
時
代

ニ
又
長
福
寺

小
さ
い
像
で
あ
る
が
、
全

体
に
丁
寧
に
造
ら
れ
て
い
る
。

全
体
に
彩
色
が
と
れ
、
素
地

像
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

台
座
は
一
木
を
彫
っ
て
い
る
。

31 



被
災
し
た
仏
様

幻
蔵
王
権
現
立
像

木
造
一
木
造
り

像
高
三
三
・
五
四

平
安
1

鎌
倉
時
代
か

篠
本
三
区
薬
師
堂

本
像
は
薬
師
堂
の
中
に
、
薬
師
如
来

と
共
に
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
一
木
造

り
で
、
彫
り
は
し
っ
か
り
し
て
古
相
を

示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
顔
を
は
じ
め
表
面
の
ほ
と

ん
ど
が
削
れ

、
そ

の
実
相
は
分
か
ら
な

く
な
っ
て
い
る
。

32 



お
被
災
仏
像

木
造

像
高

(
観
音
像
)

右
ニ
七
・
五
叩

中
四
ニ

・

五
叩

左
三
二
・

O

仙

上
原
薬
師
堂

過
去
、
寺
院
や
堂
宇
は
火
災
に

逢
う
事
が
多
か
っ
た
。
今
に
残
さ

れ
て
い
る
仏
像
は
、
幸
い
に
も
そ

う
し
た
災
害
か
ら
免
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
仏
像

の
よ
う
に
、
火
災
に
見
舞
わ
れ
て

も
、
灰
の
中
か
ら
拾
わ
れ
、
再
び

信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
仏
様

も
少
な
く
な
い
。

33 



四

受
茶
羅

29 

1 

金
剛
界
受
茶
羅

紙
本
着
色

縦
八
ニ

・

O

咽

検
六
六

・

五
四

江
戸
時
代

宮
内
宝
持
院

軸
装
さ
れ
て
い
た
が
、
掛
部

を
欠
損
し
て
い
る
。
全
体
は
残

っ
て
い
る
が
、
汚
れ
が
著
し
い
。

34 



29 

2 

胎
蔵
界
受
茶
羅

紙
本
着
色

縦
五
八

・
O

叫

江
戸
時
代

宮
内
宝
持
院

痛
み
が
著
し
く
、
上
半
分
を
消
失
し

て
い
る
。
中
央
の
大
日
如
来
が
か
ろ
う

じ
て
確
認
で
き
、
そ
の
周
り
の
八
大
如

来
は
か
す
れ
て
い
る
。

キ黄

五
六
・

五
叫

35 



五

女
性
の
仏
様

却
如
意
輪
観
音
菩
薩
図

紙
本
着
色

縦
三
九
・
五
叩

横

二
三

・

O

叩

紙
は
茶
色
に
変
色
し
て

い
る
が
、
絵
の
線
描
や
色

彩
は
鮮
明
で
あ
る
。

36 



31 

如
意
輪
観
音
菩
薩
像

石
造
(
安
山
岩
)
彩
色

像
高
四
六
・
三
四
ム
口
座

江
戸
時
代
(
明
和
六
年
)

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

(
現
宝
米
明
光
院
)

町
内
に
は
如
意
輪
観
音
の
石
像
が
多
数
見
ら

れ
る
が
、
本
像
の
よ
う
に
彩
色
さ
れ
、
洞
に
安

置
さ
れ
て
い
た
の
は
他
に
は
見
な
い
。

本
像
は
彫
り
が
丁
寧
で
、
下
地
に
胡
粉
を
塗

リ
、
そ
の
上
か
ら
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

彩
色
の
上
地
処
理
が
無
く
、
触
れ
る
と
取
れ
て

し
ま
う
ほ
ど
脆
弱
で
あ
る
。

背
面
銘
文
明
和
ム
ハ
丑
五
月

十
九
夜
女
人
講
中

市
野
原
村

37 

一
四
・
五
叩背面



鈴
子
安
講
幡

綿
平
織
布

縦
二
五
九
・

O

佃

横
三
五

・
O

叩

E!JR 

m
M子
安
観
音
菩
薩
図

紙
本
着
色
軸
装

縦
六
四

・
ニ
叩

横
ニ
七
・
O

叩

江
戸
時
代

辻
観
音
院

地
区
の
子
安
講
の
時
、
こ
の
子
安

観
音
の
図
幅
を
当
番
の
家
の
床
の
間

に
掛
け
た
。

38 

江
戸
時
代
安
政
七
年

辻
観
音
院

子
安
講
を
開
く
時
、

こ
の
幡
を
掲
げ
た
。

当
番
の
家
の
前
に



-'ー
ノ、

仏
様
と
神
様
と

川
品
毘
沙
門
天
立
像

木
造
玉
眼
彩
色

像
高
六

0
・
0

四

合
座
か
ら
の
高
さ
九
0
・
0

叩

江
戸
時
代

ニ
又
長
福
寺

太
自
の
が
っ
ち
り
し
た
体
躯
の
像
で
、

彩
色
も
鮮
や
か
で
、
良
好
な
像
に
見
え

る
が
、
木
芯
は
ズ
プ
ズ
プ
に
痛
ん
で
い

た
。
た
ぶ
ん
、
一
度
修
復
し
た
祈
に

表
面
に
厚
く
塗
物
を
施
し
た
た
め
に
、

木
芯
が
呼
吸
で
き
な
く
な
り
、
腐
敗
が

進
行
し
た
と
忠
わ
れ
る
。
鍬
形
を
付
け

た
兜
を
被
り
、
大
き
い
顔
の
毘
沙
門
天

は
江
戸
後
期
の
作
か
。

39 



m 

35 

妙
見
菩
薩
立
像

木
造
彩
色

像
古
同
二
三

・
O

四

台
座
1

頭
三
ニ
・
三
叩

江
戸
時
代

篠
本
三
区
弘
経
寺

妙
見
菩
薩
は
千
葉
氏
の
守
護
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
、
ま
た
、
日
蓮
宗
と
結
び
つ
い
て
、
千
葉

で
は
多
く
の
像
が
遺
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

町
内
で
は
日
蓮
宗
寺
院
が
少
な
く
、
妙
見
菩
薩

像
は
こ
の
一
尊
の
み
を
確
認
し
た
。

妙
見
菩
薩
は
北
極
星
を
表
し

、

光
輪
に
は
八

星
を
表
す
丸
点
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
台
座
は

波
上
に
霊
亀
が
あ
り
、
そ
の
甲
羅
の
上
に
章
子

状
の
菩
薩
が
の
る
典
型
的
な
妙
見
菩
薩
像
で
あ

え
ω
。

彩
色
が
鮮
明
で
あ
る
が
、
木
芯
の
傷
み
は
伺

え
、
時
間
の
経
過
は
窺
え
る
。

台
座
裏
に
「
弘
化
四
未
年
大
悌
師
八
日
市
場

本
町
大
菱
屋
繁
蔵
」
の
墨
書
が
あ
る
。

40 



お
七
面
大
明
神
立
像

木
造
彩
色

像
高
二
三
・
六
個

ム
口
座
か
ら
の
高
さ
三
ニ

・

四
四

江
戸
時
代

篠
本
三
区
弘
経
寺

日
蓮
宗
の
総
本
山
久
遠
寺
の
あ
る
身
延
山

の
奥
山
に
七
面
山
が
あ
る
。
そ
の
七
面
山
に

は
池
が
あ
り
、
竜
神
が
住
む
と
言
う
。
そ
の

竜
神
が
天
女
に
化
身
し
、
日
蓮
を
守
護
し
た

こ
と
か
ら
、
七
面
大
明
神
は
日
蓮
宗
の
守
護

神
に
な
っ
た
と
い
う
。
別
名
七
面
天
女
と
も

す
口
、
7
。

本
像
は
も
と
も
と
篠
本
三
区
の
山
要
害
ム
ロ

の
上
に
杷
ら
れ
て
い
た
と
す
ロ
う
が
、
あ
る
時
、

本
寺
に
移
さ
れ
た
。

41 



37 

天
神
図

紙
本
着
色

縦
七
一

・

七

叩

江
戸
時
代

市
野
原
馬
頭
観
音
堂

こ
の
地
域
で
も
江
戸
時
代
か
ら
。

学
問
を
身
に
着
け
た
い
と
い
う
願

い
が
あ
り
、
天
神
講
が
開
か
れ
た

と

い
う
。
そ
う
い
う
天
神
講
の
時

、

掛
け
ら
れ
た
の
が
こ
の
天
神
図
で

あ
る
。
い
わ
ば
こ
の
天
神
図
が

、

天
神
講
の
あ
っ
た
証
で
あ
る
。

図
は
堺
風
の
あ
る
台
に
座
り

、

左

を
少
し
前
に
斜
め
向
う
杓
を
持
っ

た
天
神
菅
原
道
真
公
を
描
い
て

い
る
。
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横
二
八

・

四
印



「
浄
土
へ
の
招
待
」

横
芝
光
町
の
仏
像
展

刊
行
平
成
ニ
十
五
年
六
月
二
十
二
日

編
集
・
発
行
検
芝
光
町
教
育
委
員
会

印
刷
三
陽
メ
デ
ィ
ア
株
式
会
社
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