
八
丈
島
の
仏
像

工

藤

千

尋

序
「
沖

で
見

た
時
や
鬼
島
と
見

た
が
、
来

て
み
り

ゃ
八

丈

は

情

島

(
し

ょ
め

節
)
」
と

う
た
わ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
南
海

の
孤
島
、
伊

豆
七
島

の

最
南
端

で

あ

る
八
丈
島

は
船

の
上

か
ら
眺

め
る
と
、
た
し
か
に
鬼
島

と
見

え
な
い
こ
と
も

な
か

っ
た
。
流
人

の
島
と

し
て
有
名

で
あ
る
八
丈
島
は
、
大
島

、
三
宅
島
を

へ

て
荒
海

を
乗

り
こ
え
て
や

っ
て
き
た
流
人

に
と

っ
て
は
、
ま
さ
に
鳥
も

通
わ

ぬ

地
の
果

て
に
来

て
し
ま

っ
た
と

い
う
感
が
あ

っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

八
丈
島

に
お
け
る
流
人
史

は
慶
長
十

一

(
一
六
〇
六
)
年

に
宇
喜

田
秀
家
が

流

さ
れ
た
こ
と
に
始

ま
り
こ
れ
が
明
治

四

(
一
八
七

一
)
年

ま

で
続

く
こ
と

に

な
る
。
そ
の
約

二
五
〇
年

の
問

に
は
、
政
治

の
重
要
犯
罪
人

あ
り
、
町
人

、
農

民
あ
り
そ
し
て
そ
の
中

に
は
、
も
ち
ろ

ん
僧
侶
や
仏

師
も
居
た

の
で
あ

っ
た
。

一
般
的

に
云

っ
て
孤
島

の
住
人
た
ち

は
、
保
守
的
、
島

の
風
習
、
奇
習

に
固

執

し
が
ち

で
あ

っ
て
、
外
来
者

に
は
固

く
身
を
閉
ざ
す
も

の
で
あ
る
。
八
丈
島

も
古

く
か
ら
の
風
俗

や
習
慣
等

に
こ
だ
わ

っ
て
い
た

こ
と
は
本

土
と
比

べ
て
事

実

で
あ
る
が
、
し
か
し
流
人
を
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
重
荷

を
、

背
お
わ
さ
れ
た
島
民
た
ち
は
、
以
外

に
も
貧
欲

に
本
土

の
様
子
を
流
人

た
ち
か

ら
聞
き
だ
そ
う
と
し
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
小
さ
な
島

で
、
な
ん
の
楽

し
み
も

な

い
島
生
社

活
は
、
島
民
た
ち
に
と

っ
て
は
、
は
な
は
だ
た

い
く

つ
な
も
の
で

あ
り
、
本

土

の
情
報

を
得

、
そ

し
て
新

し
い
文
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
楽

し

み
を
見

い
だ
し

て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
あ
る
意
味

に
お

い
て
は
、
こ

の
辺
地

の
島
民
た
ち
は

い
た

っ
て
外
来
者

に
オ
ー
プ

ン
で
あ

っ
た
と

い
え
る
だ

ろ
う
。

で
あ
る
か
ら
流
人

の
申

で
も
学

問
、
知
識
を
身

に
つ
け

て
い
る
者
は
寺
子
屋

を
開

い
て
島
民
た
ち
に
学

問
を
教

え
る
こ
と
も

で
き
た

し
、
ま
た
技
術
を
持

っ

て
い
る
者

は
そ
れ
を
売

っ
て
生
活

の
糧

を
得

る
こ
と
も

で
き
た

の
で
あ
る
。
後

に
出

て
く

る
唯

一
の
仏
師

で
あ

っ
た
民
部
も

こ
の
島

で
は
多
く

の
仏
像
を
刻
み

残

し
て
い
る
し
、
近
藤
富
蔵
な
ど
も
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
と

な

っ

て

い

る
。そ

も
そ
も

八
丈
島

に
は
、

い

っ
た
い
い

つ
頃

に
仏
教
が
伝
わ
り
、
仏
像
が
も

た
ら

さ
れ
た
の
か
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
あ
き
ら

か
で
は
な

い
。

神
社
信
仰

は
他
地
と
同
様

に
仏
教
信

仰
よ
り
は
古

く
か
ら
あ

っ
た
と
容
易

に

想
像

さ
れ
る
が
、
仏
教
関
係

で
最
も
早
く
登
場
す

る
も

の
と

し
て
は
、
後

一
条

天
皇

の
時
代
、
万
寿
年
間

(
一
〇

二
四
～

二
七
)

に
八
丈
島

五
ケ
村

へ
皇
室
か

ら
地
蔵
尊

五
体
が
送
ら
れ
そ

の
う
ち

の

一
体

が
中
之
郷
御
堂

ケ
沢

に
安
置
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
、
旧
記
お
よ
び

口
碑

に
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
の

一
体
が
現
在

は
中
之
郷

、
大
御
堂

に
本
尊
と
し

て
安

置
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
寺
と

し
て
は
、

現
宗
福
寺

(大
賀
郷
)

の
元
と
な
る
香
炉
山
弥
陀
寺

が
承
元

二

(
一
二
〇

八
)

年

に
源
為
朝

の
二
男

で
あ
る
次
郎
為
宗
に
よ

っ
て
父
母

の
冥
福

を
祈

る
た

め
に

創
建
さ
れ

た
と
伝

え
ら
れ
る
。

現
在
、

八
丈
島

に
は
寺
が
三

つ
、
そ
し

て
仏
教

関
係

の
御
堂

が
約
十
あ
ま
り

あ
る
が
、

こ
れ
ら

の
御
堂
は
ほ
と
ん
ど

の
も
の
が
創
立
年
代
が
不
詳

の
も

の
で

あ

る
。
し
か
し

い
ず
れ

に
し

て
も
先
に
あ
げ

た
地
蔵
尊

の
年
代

よ
り
も
遅

い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

よ

っ
て
八
丈
島

の
仏
教
活
動
と

い
う
も

の
は
、
地
理
的

に
云

っ
て

一
目
瞭
然
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で
は
あ
る
が
、
本
土

よ
り
は
遅
く
、
十

一
世
紀
半

ば
か
ら

は
じ
ま
り
、
特

に
目

立

っ
た
点
も
見

ら
れ
ず

に
現
在

に
至

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
八
丈

島

の
寺

以
外

に
あ
る
仏
像

は
ほ
と
ん
ど
制
作
年
代

、
作
者
等
が
不
明

の
も

の
が

多

く
、
そ
れ
も
半
ば
朽
ち

か
け

て
い
る
と

い

っ
た
状
態

の
も

の
ば

か
り
で
、
美

術
史
的

に
は
価
値

は
高

い
と
は
云
え
な

い
が
、
し
か
し
離

れ
島
特
有

の
島
民
、

流
人

た
ち
の
仏
像

に
対
す
る
心

に
価
値
を
見

い
出

し
た
い
。

私

が
八
丈
島

の
仏
像

に
つ
い
て
調
べ
よ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ

か
。
そ
れ

は
小

さ
な
写
真
集

の

一
ペ
ー
ジ
を
見
た

こ
と

に
は
じ
ま
る
。
毎

日
新
聞
社
刊

『
離
島

の
旅

(流
人

の
ふ
る
さ
と
)
』

の
中

に
八
丈
島

の
仏
像
が
数
体

、
載

っ
て
い
た
。

し
か
も
私

が
興
味
を
も

っ
た
の
は
そ

の
中

の
た

っ
た

二
体

の
像

で
あ

っ
た
。
流

人

仏
と

で
も
呼
ぶ

べ
き
だ
ろ
う

か
。
そ

の
二
体

の
像
は
仏
像

と

い
う
に
は
、
あ

ま
り

に
も
お
こ
が
ま
し
い
、
ま

る
で
こ
け
し

の
よ
う
に
単

調
な
形
、
顔

。
木

は

す

で
に
虫
く
わ
れ
、
顔

に
は
か
す
か

に
目
、
鼻
が
残

っ
て
い
る
程
度

の
地
蔵
形

立
像

で
あ
る
。
未
完
成

か
、
そ
れ
と
も
長

い
間
潮
風
に
さ
ら
さ
れ
て
け
ず

り
と

ら
れ

て
し
ま

っ
た
も

の
か
。
そ
れ
さ
え
も
判
別
が

つ
か
ぬ
木

の
か
た
ま
り
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
云
わ
ず
と
も
知
れ
た

こ
と

で
あ
る
。
こ

の
島

に
流

さ
れ
た
流
人

以
外

に
だ
れ
が
彫

り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
土

へ
帰
れ
ぬ
や
る
せ
な
い
辛
さ
を

彼

は
こ
の
仏
像

に
託

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
流
人

仏
と
呼
ぶ

以
外

に
は
呼
び

よ
う
が

な
い
。

そ
し
て
こ
の
島

の
仏
像

に
は
、
半
ば
朽
ち
か
け
た
も

の
の
他

に
、
寺

に
は
作

者

の
わ
か

っ
て
い
る
も

の
も
あ

っ
た
。
そ
れ

は
唯

一
の
仏

師

で
あ

っ
た
民
部

で

あ
る
が
、
幸

か
不
幸

か
彼
も
流
人

の

一
人

で
あ
る

こ
と
に
は
変

わ
り
が
な
い
。

彼

は
た
だ
単

に
仏
師

の
技
術
を
持

っ
て
い
た
か
ら

こ
そ
名

が
残
り
伝

え
ら
れ
た

に
す
ぎ

な
い
の
だ
。
彼

の
仏
像
も
そ

の
中

に
ど
ん
な
心
が
流

れ
て
い
る
に
せ
よ

流
人
仏

の
ひ
と

つ
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

一

八
丈

島

へ
の
調

査

旅

行

は

、

昭
和

五

〇
年

七
月

初

旬

と

十

月

中

旬

の

二
回

行

な

っ
た
が

、

あ

い

に
く

と

二
回

目

は

台

風

の
あ

と

で
御

堂

は
破

壊

さ

れ

た
も

の

も

あ

っ
て
、

見

る

こ
と

が

で
き

な

い
も

の
が

二
、

三

あ

っ
た

こ

と

は
残

念

で
あ

っ
た

。

み
つ
ね

お
お
か
ご
う

か
し
た
く

な
か
の
ご
う

す
え
よ
し

現
在
、

八
丈
島

は
、
三
根
、
大
賀

郷
、
樫

立
、
中
之
郷

、
未
吉

の
五
町

に
分

か
れ
て
い
る
が
、
島

の
中
心
地
は
大
賀
郷
、
三
根

の

一
部

で
あ

る
。

し
か
し
仏

像

の
分
布
状
態
か
ら

い

っ
て
興
味
深

い
の
は
中
之
郷
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
ま
ず
、

こ
こ
で
は
唯

一
の
仏

師

で
あ

っ
た
民
部

の
作
品
が
あ
る
大
賀

郷

の
宗
福
寺
か
ら
見
る

こ
と
に
す
る
。

八
丈
島

に
は
源
為
朝
が
保
元

二

(
一
一
五
七
)
年

に
大
島

に
流

さ

れ

た

後

に
、
そ

こ
を
逃
れ

八
丈
島

へ
渡
来

し
、
承
安

三

(
一
一
七

三
)
年

に
八
丈
小
島

で
自
害
し
た
と

い
う
伝
説
が
あ
る
。
宗
福
寺

の
前
身

で
あ
る
香
炉
山
弥
陀
寺
は

承
元

二

(
=

一〇

八
)
年

に
為
朝

の
子
為
宗

に
よ

っ
て
、
父

の
冥
福
を
祈
る
た

め
に
西
山

(
八
丈
富
士
)

の
ふ
も
と
に
建

て
ら
れ
た
。

し
か
し
応
永
年
間

(
一

三
九

四
～

一
四

二
八
)

西
山

の
噴
火

で
弥
陀
寺

は
焼
失

し
て

し

ま

っ
た
。
当

時
、
弥
陀
寺

の
住
僧

雲
迦

の
次
男

が
武
州
金
川

の
宗
興
寺

で
修
業

し

て

い

た

が
、
端
翁
宗
的
と
称
し

て
永
享

二

(
一
四
三
〇
)
年

に
弥
陀
寺
を
継
ぎ
、
大
賀

郷
大
里

に
寺
を
移
し
甑
峯
山

天
松
院
宗
福
寺

と
改

め
た
。
そ
れ

か
ら
十
年
後

の

永
享
十

二

(
一
四

四
〇
)
年

、
金

川
の
宗
興
寺

に
属

し
て
、
禅
宗
寺
院
と
な

っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
永
禄
年

間

(
一
五
五
八
～
六
九
)

に
伊
豆
下

田
の
海
善

寺

に
属
し

て
浄

土
宗
に
改
宗

し
た
。
理
由

は
不
明

で
あ

る
。
そ

の
後
、
昭
和
六

(
一
九
三

一
)
年

に
大
里
か
ら
現
在

地
の
中
道

へ
と
寺
を
移
し
た
。

前
も

っ
て
電
話

で
仏
像
拝
観

の
旨
を
伝

え
て
お
い
た

の
で
、
宗
福
寺

の
住

職
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さ
ん
は

こ
こ
ろ
よ
く
堂
内

の
仏
像

を
見

せ
て
く
だ
さ

っ
た
。

こ
こ
に
は
仏

師
民
部

の
作
品
が
全
部

で
七
体

、
ほ
か
に
大
き
な
像
が

二
体
と

小
品
が

い
く

つ
か
あ
る
。

ま
ず
最
初

に
近
づ

い
た
も

の
は
民
部

の
作
品
四
体

で
あ
る
。
こ
の
四
体
と

い

う

の
は
仏
像

で
は
な
く
、

こ
の
寺

の
関
係
者

の
肖
像
彫
刻

で
あ

る
。
い
ず
れ
も

木
造

で
、
高

さ
は
三
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
に
満

た
な

い
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
ぞ

れ

の
名
は
、
応
誉

霊
感

、
春
誉
常
念
、
清
雲
信
女

、清
誉
迺
雲
信
女

で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
人

に

つ
い
て
は
霊
感
像
内

に
納

入
さ
れ

て
い
た
木
札
な
ど

に
よ

っ
て

わ

か
る
。

霊
感
像
内

に
は
、
木
札
、
紙
片
、
舎
利
塔
な
ど
が
納

め
ら
れ

て
お
り
、
そ

の

う
ち

の
木
札

に
は
、

八
丈
嶋
甑
峯
山

宗
福
寺
住
呂
応
誉
霊
感
禅
師

御
影
也
時
貞
享
三
丙
年
三
月
十
七
日
遷
化

ス

粤
元
禄
己
卯
江
府
之
大
仏

師
法
橋
民
部
当

地

　
マ

マ

　

左
僊
之
刻
彫
刻
之
施
主
則
応
誉
霊
感
第
子

と
あ
り
、
そ
の
裏
に
は
、

・
浅
沼
貞
右
衛
門
為
師
恩
謝
徳
之
奉
造
立
之
者
也

宗
福
寺
中
興
従
端
翁
宗
的
十
世

　
マ
マ
　

前

住
霊
感
第
子
当

代
十

一
代

時

宝
永

二
乙
酉

年
三
月
十
七
日
願
主

一
誉
哲

心

と
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
に
よ
る
と

、
応
誉
霊
感

は
こ
の
宗
福
寺

の
申
興
者

で
あ

る
端
翁
宗
的

の
第
十
世

で
あ
り
、
亡
く
な

っ
た
の
は
貞
享

三

(
一
六
八
六
)
年

三
月
十
七
日

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
像

を
造

ら
せ
た
の
は
、
霊
感

の
弟
子

で
第
十

一
代
住
僧

で
あ
る

一
誉
哲

心
。
そ
し
て
江
戸

の
仏
師
法
橋

民
部
が
宝
永

三
・
(
一
七
〇
五
)
年

三
月
十
七
日
に
完
成

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ
し
て
さ
ら
に
も
う

一
枚

の
木
札

に
よ

る
と
、
春
誉
は
霊
感

の
弟
、
清
雲

は

妹

で
あ
り
、
通
雲

は
哲

心
の
母

で
あ

る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た

こ
れ
ら

の
像

は

霊
感

の
弟
、
妹
、
息

子
な
ど
親
戚

の
願

い
に
よ

る
も

の
で
あ
る

こ

と

も

わ

か

る
。四

体

い
ず
れ
も
寄

木
造

で
、
そ
れ
が
あ
き
ら
か

に
わ
か
る
ほ
ど
に
表
面

の
色

は
落
ち
、
不
安
定

な
状
態

で
あ

る
。

霊
感
像
は
、
ご

く
普

通
の
僧
形
坐
像

で
、
顔

は
か
な
り
色
が
落
ち
鼻

を
中

心

に
申
央
部
分
は
、
下
地
の
色

が
見

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
真
白

で
あ
る
。

表
情
は
き

つ
い
意

志

の
強

さ
が

う
か
が

え
、
む
し
ろ
少
し
怖

い
と

で
も

い
う
べ

き

か
。
手
は
胸
前

で
組

み
衣

で
か
く
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
ひ
だ
は
浅
く
単

調

で
な

め
ら
か

で
あ
る
。

春
誉
常
念
像
も
普
通

の
僧

形

で
坐

っ
て
お
り
、
顔
等

の
彩
色
は
ま
だ
残

っ
て

い
る
。
唇

は
赤
く
、
目
は
切
れ
長

で
、
眉
も
黒

々
と
太

く
描

か
れ

て
顔
立
ち
は

は

っ
き
り
し
て
い
る
。
遠
く
か
ら
見
る
と

一
点

を
見

つ
め
て
少
し
笑

っ
て
い
る

よ
う
な
そ
ん
な
表
情

で
あ
る
。
手
は
衣
に
か
く
さ
れ
て
見

え
な

い
が
膝

の
上

に

置

か
れ
て
い
る
。
衣

は
全
体
的

に
線
香

の
煙

な
ど

で
黒

く
な

っ
て
い
た
り
、
ま

た
は
げ
落

ち
て
地

の
白

い
部
分
が
見
え
る
所
も
あ
る
。
背
中

に
は
、
ま

っ
す
ぐ

に
寄

木
の
跡
が

は

っ
き

り
と
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
後

ろ
姿

は
両
者
と
も

ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
。

な
お
、
こ
の
二
体

は
台
座

で
は
な
く
背
も
た
れ
が

つ
い
た
倚
子

の
上

に
す
わ

っ
て
い
る
。

そ

し
て
清
雲
信
女
像

は
、
少

々
変
わ

っ
た
頭
巾

を
か
ぶ

り
や
や
下
を
向

い
て

左
横

に
坐

っ
て
い
る
。
ひ
じ
か
ら
先
の
部
分

、

つ
ま
り
寄
木

で

つ
け
て
あ

っ
た

部
分
が
両
手
と
も
な

く
な

っ
て
お
り
、
色

の
落
ち
も
は
げ
し
く
背
中

に
は
二
本

縦

に
寄
木

の
あ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
衣
に
は
か
す
か
に
文
様

の
跡

が
見
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ら
れ
、
左
胸
あ
た
り
は
朱
色

に
点

々
で
も
よ
う
が
、

つ
け
ら
れ

て
い
る
。
顔

は

体

の
大
き
さ

の
割
に
は
や
や
小

さ
め
で
、
や
さ
し

い
笑

い
が
も
れ
て

い
る
。
口

を
わ
ず
か

に
開
き
、
細
お
も
て
で
は
あ

る
が
丸
味

の
あ
る
顔
立
ち
、
若

い
女
性

の
新
鮮
さ
と
あ
た
た
か
み
が
う
か
が
え
る
。

そ
し

て
清
誉
運
雲
信
女
像

は
、
お
高
祖
頭
巾

の
よ
う
な
も

の
を
か
ぶ

り
、
そ

の
布
は
頭
か
ら
静
か
に
、
前
胸

へ
と

た
れ
て
い
る
。
手
は
前

で
合

掌
し
て

い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
手
首

か
ら
先

が
な
く
、
そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
衣

の
部
分

だ
け
で

終

わ

っ
て
い
る
。
膝

は
前

の
清
雲
信
女
と
同
様

に
、
左

に
膝
を
出
し

て
坐
り
衣

が
脇
に
た
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
欠
け

て
い
る
部
分
が
あ
る
も

の
の
こ
れ

に
も
は

っ
き
り
と
背
中

に
は
文
様

の
あ
と
が
見
ら
れ
、
六
角
形

の
組

み
合

わ
せ

や
ま
た
格

子
も

よ
う
を
し
て
い
る
。
.衣

は
全
体
的

に
朱
色
と
思
わ
れ
る
。
後
姿

は
頭
巾

の
し
わ
が
全
く
な
く
少

々
固

い
か
ん
じ
が
す

る
。
顔

の
表
情

は
、
唇
を

や
や
開

き
笑
を
浮

か
べ
る
が
、
前
者
ほ
ど

の
静

け
さ
は
感

じ
ら
れ
な

い
。

以
上
、

四
体

は
肖
像

で
あ
る
が
実

際

に
生
き
て
い
た
人

間
を
彫

っ
た
だ
け

の

こ
と

は
あ

っ
て
、
民
部

の
他

の
像
と
は
ち
が

っ
た
あ

た
た
か
み
が
細
か
く
刻

み

ご
ま
れ

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

他

に
民
部

の
作
品

に
は

「誕

生
釈

迦
仏

立
像
」
が
あ

る
。

こ
れ

は
高
さ
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
満
た
な
い
小
品

で
、

一
木
造

り

で

あ

る
。
背
面

に
は
、

「
理
覚
院
妙
玄
比
丘
尼

宝
永

元
甲
申
歳

四
月

八
日
於
江
府
住
生

同

二
乙
酉

当

一
周
忌
為
母
八
丈
島

ニ
テ
彫
刻
之

江
府
大
仏
師
菊
池
民
部
」
と
刻
ま
れ

て

あ
る
。
右
手
を
上
げ
左
手

は
人

差
指

を
の
ば
し
て
下
げ
肉
付
き

の
い
い
体

に
腰

巻
き
を
し
へ
前

で
結
ん
で
い
る
。
こ
の
像

は
全
身

に
細

か
い
ノ
ミ
の
あ
と
が
あ

る
。
右

腕

に
は
、
継
ぎ

日
が
あ
り
台
座

は
右
側
が
少
し
欠
け

て
い
る
が
、
こ
れ

は
現
住

職

の
時

の
嵐

に
よ

る
も

の
で
あ
る
。

:

・
こ
の
像

は
、
彼

の
母
親
が
宝
永
元

(
一
七
〇
四
)
年

に
江
戸

で
亡

く
な

っ
た

の
で
あ
る
が
、
彼

は
そ

の
時

こ
の
離

れ
島

に
居

り
、
結
局

一
通

の
便

り
さ
え
も

出
さ
ず

に
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
親
不
幸
を
詑
び
る

つ
も
り

で
、
翌
宝
永

二

(
一
七
〇
五
)
年

に
彫
ら
れ

た
も

の
ら
し

い
。
彼
は

こ
の
時

四
十
八
歳

で
あ

っ
た
。

い
わ
ば
民
部

が
、
も

っ
と
も
心
を

こ
め
て
彫

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
れ
と
同

じ
も

の
が
申
之
郷

・
長
楽
寺
に
も
あ

っ
た
ら
し
い
が
戦
災

で
失

な
わ
れ
て
し
ま

っ
て
今

は
な

い
。

次

に

「
釈
迦
如
来
坐
像
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
高

さ
五
〇

セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
で
、
全
身

ほ
ぼ
黒
、
施
無
畏
、
与

願
印

を
結

び
結
跏

趺
坐

し
て
い
る
。
胎

内

に
は
、
木
札

二
枚
と
紙
片

一
枚

が
納

め
ら

れ
て
い
る

。
そ

の
う
ち

の

一
枚

に

よ
る
と
、

「
元
禄
拾
三
庚
辰
四
月
十
九
日

釈
迦
之
像
座
像
壱
尺

五
寸

武
州

江
戸
住

八
丈
嶋
流
罪
之
砌
四
十
四
歳

二
而
新
造

運
慶
末
流

大
仏
師
民
部

造

之

手
伝

八
丈
嶋
女
な
か
」

と
記

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
運
慶
末
流

と
称
す
る
江
戸

の
仏
師
民
部

が
こ
の
島

に
流

さ
れ

て
元
禄
十
三

(
一
七
〇
〇
)

年

に
、

こ
の
寺

の
た
め
に
ほ

っ
た
も
の
で
あ

る
。
彼
は
、
そ

の
時

四
十
四
歳

で

(註
)

「
手
伝
八
丈
嶋
女
な
か
」
と
あ

る
の
は
、
彼

の
水
汲
女

で
あ
る

「
な
か
」
と

い

う
女
性

に
手
伝

っ
て
も
ら

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
像
は
、
寄

木
造

で
あ
る
が
あ
ま
り
破
損

の
あ
と
は
見
ら
れ
ず
、
た
だ
右

胸

と
裳
先
が
欠

け
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
顔
は
ゆ

っ
た
り
と

の
び
や
か

で
は
あ

る
が
、
角

度
に
よ

っ
て
ま
た
違

っ
た
お
も
む
き
が
あ
る
。
螺
髪
粒

は
大

き
く
、

全
体
的

に
大

ま
か
に
彫
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど

の
大
ら
か
さ
は
感

じ
ら
れ

な

い
。

な
お
、
も

う

一
体
民
部
作
と

い
わ
れ

て
い
る
小
品

「
釈
迦
如
来
坐
像
」
が
あ

る
。
こ
の
像

の
申

に
は
、
紙
片

一
枚
が
あ
り
、
法
華
経

の
句

、
結
縁
交
名
を
記

し
て
あ
る
。
さ
ら

に

「
元
禄
十

二
己
卯
十

二
月
十

一
日
書
之
」
と

あ

る

だ

け

で
、
民
部

の
名

は
ど

こ
に
も
見

え
な

い
が
、
同
年
十

二
月
と
い
え
ば

三
宅
島
を
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へ
て
す

で
に
八
丈
島

へ
到
着
し

て
い
る
は
ず

で
あ

る
し
作
風
、

つ
ま
り
螺
髪
や

衣

の
か
ん
じ
な
ど

か
ら
見

て
も
民
部

の
作
品
と
し
て
良

い
で
あ

ろ
う
。
彼
が
、

こ
の
島

に
来

て
最
初

の
作
品
と
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
記

の
釈
迦
如
来
坐

像

と
比

べ
て
、
眉

、
唇

の
か
ん
じ
が
少
し
違
う
よ
う
な
気

が

す

る

し
、
ま
た

「
小
さ

い
」

と
い
う
印
象
を
強
く
与

え
る
。

高

さ
は

二
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
位

。
色

は
、
線
香

の
煙
な
ど

で
ま

っ
黒

で
あ

る
が
金
が
塗

っ
て
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
首

の
裏
、
衣

の
ひ
だ

の
奥
な
ど
に
、

金
色
を
と
ど
め

て
い
る
。
ま
た
細

か
な
ノ
ミ
の
跡
が
う

か
が

え
る
。

こ
れ
は
寄

木
造

で
、
丸
尾
彰
三
郎

氏

の
調
査
報
告

(昭
和

三
十

三
年
)

で
は
、
膝
部
寄
木

を
全
く
逸
失
し

て
い
る
と
あ
る
が
、
現
在

は
ち

ゃ
ん
と

つ
い
て
お
り
住
職
さ
ん

の
お
話

に
よ
る
と
、
し
ま

っ
て
あ

っ
た
箱

の
隅

の
方

に
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

な

お
こ
の
像

の
台
座
は
、
衣

の
た
れ
下
が

っ
た
線
が
全

く
ち
が

う

こ

と

か

ら
、
別

の
も

の
で
あ
る
が
、
真

申

に
は

こ
の
島

で
勢
力
を
誇

っ
て
い
た
家

の

一

つ
で
あ
る
菊
池
家

の
紋
が

入

っ
て
い
る
。

以
上

で
、
民
部

の
作
品
を
終
わ
る
。

次

に
、
こ
の
宗
福
寺

に
は
快
慶
風

の
木
像

「
大

日
如
来

坐
像
」

が

一
体

あ

る
。
こ
れ
は
寄
木
造
、

玉
眼
漆
箔

で

高
さ
は

六
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
位

で
あ

る
。
本
島

の
彫
刻
中
最
古

の
木
彫
と

い
わ
れ
、
も

っ
と
も
す
ば
ら
し
い
作
品

で

あ
る
。
丸

尾
氏

に
よ

る
と
、
鎌
倉
時
代
末
期

の
作

で
内
地

の
申

心
地

(
近
畿
)

に
近

い
所
で
で
き
た
も

の
ら
し
い
。
た
だ
偶
然

に
こ
の
島

に
伝
え
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
。

体
内

の
木
札
に
は

「
大

日
如
来

安
阿
弥
之
御
作

御
長
け
座
像

壱
尺
五
寸

元
禄

十
三
年
辰

四
月
十
九
日
」

「
修
覆
仏

工

武

州
江
戸
住

大
仏
師

民
部

四
十
四
歳

八
丈
島
流
罪
之

砌

再

興

之
」
と
あ

る
。

つ
ま
り

こ
れ
は
、
安

阿
弥
快
慶

の
作

で
大
仏
師
民
部
が
元
禄
十

三

(
一
七

〇
〇
)
年

に
、
修
覆
し
た
と

い
う

こ
と

で
、
実
際

に
快
慶

の
作
品
と

は
思
わ
れ

ぬ
が
快
慶
風

の
作
品

で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
大

日
如
来

の
台
座

は
、
前
記

の
民
部
作
釈
迦

如
来
像

の
も

の
と
全

く
同

じ
で
あ

る
。
蓮
花

二
重
座

で
反
花
が

つ
い
て
い
る
だ
け

の
簡
単
な
も

の
で
あ
る

が
、
ど

っ
し
り
と
重

々
し
い
か
ん
じ
が
す
る
。

こ
れ
は
民
部
が
釈
迦
如
来
像

を

造

っ
た
時

に
、
ま
た
こ
の
大
日
如
来

の
台
座
を
も
造

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ

違

う
所
と
云
え
ば
、
中
央

に
つ
い
て
い
る
小
さ
な
紋
様
が
ち
が
う
だ
け

で
、
釈

迦
如
来

の
方
は
花

の
よ
う
な
も

の
、
大

日
如
来

の
方
は
卍

で
あ
る
。

以
上
、
民
部

の
作
品
と
、
彼

に
関
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
民
部

が
島
に
居

た

時
代

つ
ま
り

一
七
〇
〇
年

か
ら
約

一
〇
年

ほ
ど

の
間

に
こ
の
宗
福
寺

の
堂
内
は

か
な
り
整

備
さ
れ
、
り

っ
ぱ

に
な

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
仏
師
が
流
さ
れ

て
く
る

の
を
待

っ
て

い
た
か
の
よ

う
に
新

し
い
像
が
造
ら
れ
、
修
理
さ
れ
た
。
霊
感

の

弟
子

で
あ
る
哲

心

の
努
力

で
あ

ろ
う
か
。

ま
た
、

こ
の
堂

の
中
央

に
は
本
尊

で
あ

る
高
さ
、
台
座
と
と
も

に

一
・
五

メ

ー

ト
ル
位

の
阿
弥
陀
立
像

が
立

っ
て
い
る
。
金
箔

は
衣
と
台
座

の

一
部

に
残

っ

て
お
り
、
黒
く
光

っ
て
い
る
。
寄
木
造

で
左
胸
が
少
し
欠
け

て
中

の
空
洞

が
見

え
て
い
る
。
手

は
施
無
畏

、
与
願
印
を
結
び
、
衣

の
線

は
や
さ
し
く
足

に
そ

っ

て
自
然

に
流
れ

て
い
る
。
目
は
玉
眼
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
像
は
、
大
き
さ
も
あ

る
せ

い
か
ま

た
色

の
せ

い
で
も
あ
ろ
う
か
、
か
な

り
堂

々
と

し
た

感

が

あ

っ

て
、
落
ち

つ
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上

に
こ
の
像

に
は
全
体
的

に
均
衡
と

調
和

の
美
し
さ
が
あ
る
。
形
式
的

に
も
し

っ
か
り
と

し
て
お
り
、
島

の
作
品

で

は
な

く
文
化

の
中
心
地

の
作

で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代

の
作

と
も
云
わ

れ
る
。
な
お
、

こ
の
像
は
三
尊
像

で
あ
る
が
、
脇
士
は
右

の

一
体
し
か
な

い
。

ま

た
、

こ
の
寺

の
主
な
も

の
と
し
て
、
小
品

で
は
あ

る
が
ま
と
ま

っ
た

「
阿
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弥
陀
三
尊
立
像

L
が
あ
る
。
こ
れ
は
申
尊
立
像
が

二
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
位

の

も

の
で
小
さ
な
御
堂

に
入

っ
て
い
る
。
光
背

は
舟
形

で
脇
士
と
も
に
ず

れ
落

ち

て
い
る
。
中
尊

は
か
な
り
複
雑
な
蓮
花

五
重
座

の
上
に
立
ち
、
色
も
残

っ
て
衣

に
は
細

か
な
も

よ
う
が
あ

る
。
衣

の
し
わ
は
た

い
へ
ん
厚
ぼ

っ
た
く
大

ま
か
で

重

い
か
ん
じ
で
あ

る
。
顔
は
玉
眼
と
思
わ
れ
る
が
、
唇

は
厚
く
全
体
的

に
太

め

で
肉
付

き
が
よ

い
。

日
本
的
と

い
う
よ
り
も
少

々
異
国
的

で
あ
る
。
ま

た
脇
士

の
方

は
、
二
方

と
も
腕
が
欠
け
落
ち

て
お
り
小
作

り
で
あ
る
。
こ
れ
も
全
体
的

に
太

め
で
顔

は
キ

ッ
ネ

の
よ
う
な
冷
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
三
尊
は
調
和

が

よ
く
と
れ

て
お
り
台
座
も
り

っ
ぱ

で
、
こ
れ
も

ま
た
内
地

の
作
品
と
思
わ
れ

る
。他

に
も
、
宗
福
寺

に
は
数
体

の
像

が
あ
り
、
石
、
木
造
な
ど
さ
ま
ざ
ま

で
、

完
全

に
中
国
的
な
も

の
も
あ
る
。
し
か
し
ど

れ
も

、
歴
史
、
作
者
等
が
あ
き
ら

か

で
な
く
特

に
記
す
必
要
は
な
い
と

思
わ

れ
る
。

同
じ
大
賀
郷
地
区

で
宗
福
寺

か
ら

、
ほ
ど
遠

く
な

い
所

に
釈
迦
堂
が
あ
る
。

釈
迦
堂

へ
と
通
ず
る
道
は
ま
わ
り
に
鬱
蒼

と
、
木

々
草

々
が
茂
り

か
す
か
に
歩

け
る
程
度

の
荒
れ
も
よ
う

で
あ

っ
た
。
途
中

に
は
民
家
が

一
軒
と

ヤ
ギ
が

一
頭

居
た
だ
け

で
、
島

の
入

々

で
さ
え
め

っ
た
に
足
を
運
ぶ

こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ

知
ら
な

い
人

の
方
が
多

い
と

い
う
所

で
あ

る
。
境
内

に
は
草
が
生

い
茂

り
、
堂

内
と

て
も
同
じ
よ
う
に
、
今

に
も
こ
わ

れ
そ
う
と

い

っ
た
感

の
す
る
小
さ
な
小

屋
と

で
も
云
う
べ
き
か
。
勝
手

に
上
が

り
こ
ん
で
、
真
暗
な
申

で
懷
中
電

灯
の

光
を
頼

り
に
、
目
を
大

き
く
見
開

い
て
い
た
と

い
う

こ
と
は
容
易

に
想
像

で
き

る
と

思
う
。

'前

忙
八
丈
島

に
仏
教
関
係

の
も

の
が
最
初

に
あ
ら
わ
れ
る

の
は
、
後

一
条

天

皇

の
万
寿
年

間

(
一
〇

二
四
～
二
七
)

に
地
蔵
尊
五
体
が
送
ら
れ
た
こ
と
と
、

そ
し

て
宗
福

寺

の
前
身

で
あ

る
弥
陀
寺
が
承
元

二

(
一
二
〇
八
)
年

に
建

て
ら

れ
た
こ
と
を
記

し
た
が
、
し
か
し
、
最
初

に
本
格
的

に
僧

に
よ

っ
て
仏
教
が
伝

え
ら
れ
堂

が
建
立
さ
れ

た
の
は
、

こ
の
釈
迦
堂

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
八
丈
島

の

仏
教

は
、
現
在
浄
土
宗

に
属
す
る
も

の
が
多

い
が
、
こ
の
釈
迦
堂

は
禅
宗

の
僧

に
よ

っ
て
、
永
享
年
間

(
一
四

二
九

～
四
〇
)
に
建
立

さ
れ
、
相
模
国
宗
興
寺

か
ら
釈
迦

三
尊
像
を
迎

え
て
安
置
さ
れ
た
と

い
わ
れ
、
こ
の
島

の
第

一
号

の
寺

院

で
あ

る
ら
し
い
。
も

っ
と
も
現
在

の
堂
は
、
後
世

に
新

し
く

つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
堂
内

に
は
全
部

で
四
体

の
像
が
あ
る
。

一
つ
の
厨

子
に
三
つ
の
窓
が
あ

り
、
中
央

か
ら

一
見
し
た
と

こ
ろ

で
は
三
体

の
像

し
か
見

え
な

い
が
、

一
番
左

に
は
羅
漢
像
、
そ
し

て
真
中

に
は
菩
薩

坐
像

、
こ
の
二
体

の
間

に
、
陰

に
か
く

れ
て
見
え
な

い
十

一
面
観
音
坐
像
、
そ
し
て

一
番
右
側

に
ま
た
十

一
面
観
音
坐

像
と
が
あ
る
。

こ
こ
の
羅
漢
像
は
木
造

で
、
非
常

に
形

の
珍

し
い
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
私

が
懷
申
電
灯
を
も

っ
て
こ
の
羅
漢

様
を
照
ら

し
出

し
た
時

に
は
、
ま
ず
虫
食

い

の
ひ
ど
さ

に
お
ど
ろ

い
て
し
ま

っ
た
。
可
哀
想

に
も
彼

は

一
応
形
だ
け
木

の
台

の
上

に
の

っ
て
お
り
、
下

の
部
分

は
ボ

ロ
ボ

ロ
で
小
さ
な
穴
だ
ら
け
、
そ
し

て

前

に
倒
れ
か
か

っ
て
い
た

で
は
な

い
か
。
そ

の
う
え
頭
部

の
虫
食

い
も
は
げ
し

く
、

み
じ
め
そ
う

に
目
だ
け
を

ギ

ョ
ロ
つ
か
せ

て
悲
し
そ
う
に

こ

っ
ち
を
ご
ら

ん
に
な

っ
て
い
た
。

こ
の
像
は
、
高

さ
二
九

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
坐
像

で
法
衣

の
上

に
西
洋

風
の

マ
ン
ト
を
着

て
、
耳

に
は
イ
ヤ
リ

ン
グ
を

し
て
い
る
。

こ
う

い

っ
た
形
は
、
日

本

で
は
め
ず
ら
し
く
他

に
は
、
長
崎

・
崇
福
寺
と
盛
岡

・
報
恩
寺
に
あ
る
と
い

う

こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、

「
支
那
文
化
史
跡
概
説
」
に
よ
る
と
中
国

の
広
東

・

華
林
寺
、
抗

州

。
梵
天
寺
、
楊
州

・
天
寧
寺
等
に
も
あ
る
ら
し
い
。
も

ち
ろ
ん
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作
者
も
、
制
作
年
代
も

不
明

で

あ

っ
て

「
八
丈
実
記

(
近
藤
富

蔵
著
)
」

に
よ

る
と
、
元
禄
七

(
一
六
九
四
)
年

に
海
申
よ
り
拾

い
上
げ
た
と
あ
る

の
で
、
お

そ

ら
く
難

破
船

、
そ
れ
も
中
国

の
船

に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の

で

あ

ろ

う
。さ

て
、
そ

の
右
側

に
陰

に
か
く
れ
て
い
る
十

一
面
観
音
像
と

一
番
右
側

に
ま

た
十

二
面
観
音
像
が
あ
る
。

い
ず

れ
も
木
造
で
、
高
さ

は
二
〇
と
三
五

セ
ン
チ

メ
ー

ト
ル
位

で
あ
る
が
、
双
方
と
も
に
虫
食

い
が

は
げ

し
く
色

は
ほ
と

ん
ど
落

ち

て
い
て
形
を
わ
ず
か

に
残
す
程

度
の
も
の
で
あ

る
。
腕

は
も
う

な

い

よ

う

だ
。
頭
部

の
十

一
面
は
形
ば
か
り

ニ
ョ
キ

ニ

ョ
キ
と

は
え
て
お
り
、
目
鼻
も
よ

く
判
別
し

か
ね
る
。

こ
れ
は
、
こ

こ
の
管

理
の
悪

さ
と

、
そ
し
て
長

い
間
、
風

雨

に
さ
ら
さ
れ
た

こ
と
、
ま
た

こ
う

い

っ
た
御
堂
が
オ
ー
プ

ン
に
島
民

た
ち

に

開
放

さ
れ

て
い
た
こ
と

の
結
果

で
あ
ろ
う
。
名
も
知
ら
れ
ぬ
島

民
か
流
人
が
彫

っ
て
こ
こ
に
納

め
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
真
中

に
は
、
よ
う
や
く
仏
像
ら
し
き
仏
像
が
安

置
さ
れ
て
い
る
。
台

座

に
坐
り
、
飛
天
光
背
を
付

け
、
全
体
的

に
茶
色

で
は
あ
る
が
色
は
か
な
り
残

り
て
輝

い
て
い
る
。
光
背
と
も

に
三
五

・
六
セ
ン
チ

メ
ー

ト
ル
位

の
小
品

で
台

座

は
蓮
花
数
重
座

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
像
は
説
法
印
を
結
び
、
衲

衣
を

ま
と

、つ
て
い
る
が
、
し
か
し
宝
髪

を

つ
け
る
と

い
う
い
さ
さ
か
変
わ

っ
た
姿
を
し
て

い
る
。
そ
れ
に
頭

が
少

々
大

き
く
、
顔
も
や
せ
す
ぎ

で
全
体
的

に
落

ち

つ
い
た

像

で
は
な
い
よ
う
だ
。

こ
う

い

っ
た
、
い
い
か
げ

ん
な
像
が
真
申

に
、
そ
し
て
虫
食

い
だ
ら
け
の
像

が
両
脇

に
置

か
れ
、
こ
の
島

の
文
化
そ
し

て
宗
教

の

一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き

だ

よ
う
だ
。
そ
も
そ
も

、
島
民

た
ち

の
中

で
本
土

の
寺
に
あ
る
よ
う
な
堂

々
と

し

て
、
り

っ
ぱ

で
形
式
的

な
仏
像
を
見

た
こ
と

の
あ
る
人
は
ご
く
少

な
い
の
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
、
宗
福
寺

に
あ
る
よ
う
な

一
応
仏
師
が
彫

っ
た
も

の
も
仏
橡

で

あ

っ
た
の
だ
し
、

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
形
が
そ
れ
ら
し
い
も

の
も

ま
た
仏
像

で

あ

っ
た
の
だ
。
造

っ
た
人

々
と

て
、
島
民
、
流
人

と
本
物

に
対

し
て
は
無
知
な

人

々
で
あ

っ
た
ろ
う
。
た
だ
単

に
、
偶
像
崇
拝
の
対
象

と
し
て
そ

れ
は
そ
れ
ら

し
く
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ

っ
て
、
作
者
が
ど
う

で
あ
ろ
う
と

か
ま
わ

な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
島

の
仏
像

は
、
す
べ

て
は
そ
う

い

っ
た
島

民
た
ち
の
根

底

に
流

れ
て

い
る
意
識

の
上

に
存
在
す
る
。
決
し

て
仏
教

に
よ

っ
て
政
治
的

に

制
圧
さ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
の
だ
し
、
江
戸
時
代

に
な

っ
て
か
ら
流
人
を
受

け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
以
外

に
は

こ
の
島
は
独

自

で
生

き
て

き
た

の
で
あ
る
。
そ
の
上
漂
流
船

と
の
出
会
も
多
く
、
先

の
羅
漢

像
以
外

に
も

海

の
中
か
ら

の
拾

い
物

で
、
変

わ

っ
た
も

の
も
数
多
く
存
在
す
る
。
島

民
た
ち

の
楽

し
み
と

い
え
ば
、
あ
き
ら
か
に
外

の
情
報
を
得
る

こ
と

で
あ

っ
た
。

よ

っ
て
、

こ
の
島

の
仏
像

に
は
名
も
知
ら

れ
ぬ
も

の
が
多
く
、
形
式

も

一
定

し
て
い
な

い
が
、
そ
れ
だ
け
に
自
由

で
人

間
味

の
あ
る
も

の
が
多

い

の

だ

ろ

う
。
も

っ
と
も
本
土

で
、

つ
ま
り
京
都

や
奈
良

で
仏
像
を
長
年
見

て
き
た
私

た

ち
現
代
人

に
と

っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
仏
像

は
貧
弱

で
、
薄

っ
ぺ
ら
な
も
の

と
し
て
目

に
写
る
場
合

の
方
が
多

い
か
も
し
れ
な

い
が
。

し
か
し
、
仏
像
存

在

の
価
値
と

い
う
の
は
、
そ

の
土
地
に
住

ん

で
そ
の
仏
像

に
接

し
て
き
た
人
々
が

決

め
る
の
で
あ

っ
て
、
現
代

の
そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
像

に
自
由

に
接
し

て
き
た

我

々
が
決

め
る
も

の
で
は
な

い
の

で
あ
る
。

(註
)

水
汲
女
水
婆
と
い
う
の
は
流
人
の
内
縁
の
妻
で
あ
る
。
こ
の
島
で
は
、
水
を
汲
み
に

行
く
こ
と
が
朝
夕
の
女
の
仕
事
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。
流
人
を
罪
人
扱
い
し
な
か
っ
た

島
民
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
流
人
は
妻
を
持

つ
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
島
で
の
流
人
た
ち
に
よ
る
犯
罪
は
少
な
い
と
い
う
。
な
お
、
民
部
の
水
汲

女

で
あ
る
な
か
と
い
う
女
性
は
、
先
の
霊
感
和
尚
の
こ
男
浅
沼
貞
右
衛
門
の
二
女
で
あ
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る
と
い
う
。

二
次

に
、
三
根

地
区
の
こ
れ
ま

た
山
を
深
く
入

っ
た
所
に
、
八
丈

八
景

の
ひ
と

つ
で
あ
る

「
尾
端
夜
雨
」

の
尾
端
観
音
堂
が
あ
る
。
こ

の
観
音
堂
も
創
建
年
代

は
不

明
で
あ

る
が
、
現
在

の
建
物
は
、
百
年

ほ
ど
前

に
浅
沼
源
太
夫
と

い
う
人

に
よ

っ
て
建

て
ら

れ
た
も

の
ら
し

い
。

こ

の
建
物
も
見

た
と

こ
ろ
、
管
理
人
不
在

の
御
堂

で
あ
る
の
か
戸

は
開
け
放

た
れ
、
周
囲

に
は
草
が
う

っ
そ
う
と
お

い
茂
り
保
存
状
態

は
か
な

り
悪

い
と
見

て
よ

い
。
ま
た
、

こ
こ
で
も
私
は
勝
手

に
上
が
り

こ
ん
で
、
さ
さ
や

か
な
仏
像

た
ち
と
対
面
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
こ
に
は
全
部

で
五
体

の
像
が
あ
る
が
、
向

っ
て
左

よ
り
、
観
音
立
像
、
菩

薩
坐
像

、
阿
弥
陀
坐
像
、
阿
弥
陀
立
像
、
そ
し
て

一
番
右

に
観
音
立
像
と
並

ん

で
い
る
。
い
ず

れ
も
木
造

で
、
大
き
さ
は
三
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
前

後

で

あ

る
。特

に
申
央

の
阿
弥
陀
如
来
像

二
体
な
ど
は
、
色

も
よ
く
残

っ
て
金
色

に
輝

い

て

い
る
。
こ
れ
ら

は
、
光
背
も

二
重
円
光
背
、
ま
た
台
座

な
ど
も
複
雑

で
よ
く

で
き
て
い
る
。
こ
の
二
体

は
、
様
式
も
し

っ
か
り
と
し
て
お
り
、
江
戸

の
仏
師

の
作
を
求

め
て
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
西
か
な
ら
ず

し
も
そ
う

で
な

い
も

の
も
あ
る
。
特

に

一
番
右

に
あ

る
観

音

立
像

な
ど

は
、
身
体

の
割

に
は
頭
が
大
き
す
ぎ
、
衣

の
線
も

や
ぼ

っ
た
く
太

り
ぎ
み
で
、
顔

は
素
朴
な

田
舎

ム
ー
ド
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
の
光
背

は
、
流
人
近
藤
富
蔵

の
作
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
他

に
も
富
蔵
作
と

い
わ
れ
る
台
座
、
光
背

が
あ

る
。

な
お
、
昭
和

三
十

三
年

の
丸
尾
氏

の
調
査
報
告
と
現
在
と
で
は
、
真
申

の
阿

弥

陀
如
来
坐
像

の
光
背
と
台
座

の
位
置
が
全
く
ち
が

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
、

つ
ま
り
、
丸
尾
氏

に
よ
る
と
、
真
中

の
阿
弥
陀
坐
像

に
は
光
背
が
な
く
、
そ
し

て
そ

の
左

の
菩
薩
坐
像
に
は
光

背
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
現
在
は
阿
弥
陀

坐
像

に
は
り

っ
ぱ

な
光

背
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
昔

の
資
料

に
重
点
を
置

い

て
考
え
る
と
、

こ
の
阿
弥

陀
像

と
菩
薩
像

は
、
光
背
と
台
座
を
そ

の
ま
ま

に
し

て
、
現
在

の
両
者

の
位
置

を
交
換

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
そ
れ

に
し

て

も

こ
の
両
者
、

一
体
だ
れ
が

い
つ
の
間
に
動

か
し
て
し
ま

っ
た
の
か
。
お
か
し

な
話

で
あ
る
。

三
さ

て
、
三
根
地
区
か
ら
大
賀
郷

へ
も
ど

り
、
右

に
八
丈
小
島
を
見
な
が
ら
大

阪

ト

ン
ネ

ル
を
く
ぐ

る
と
樫
立

地
区
が
あ

る
。

こ
こ
は
、
八
丈
五
町

の
中

で
も

一
番
小
さ
な
町

で
不
動
堂
が
た
だ
ひ
と

つ
あ
.

る
だ
け

で
あ
る
。
非
常

に
運
悪

く
、
台
風

の
あ
と

の
不
動
堂
は
す

で
に
全
壊

し

て
い
た

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
幸

か
不
幸

か
、
す
ぐ
隣
り

に
あ
る
金

比
羅
堂

の

方
は
新

築
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
壊
さ

れ
て
お
ら
ず
、
私
が
訪
れ
た
時

に
は
、
不

動
堂

の
像
た
ち
は
こ
の
金
比
羅
堂

に
仮

に
納

ま

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

本
来

の
不

動
堂

に
は
二
組

の
像
が
あ
る
。

そ

の
う
ち
の

一
組

は
、
不
動

三
尊
坐
像

で
あ
る
。

こ
の
島

に
お

い
て
不
動
像

と

い
う

の
は
少

々
珍

し
い
。
多

く
の
も

の
は
、
如
来
、
菩
薩
像

で
あ
る
が
、
こ

れ
も
内
地
作

で
あ
る
た
め
で
あ

ろ
う

か
。

さ

て
、
箱

に
納
ま

っ
た
こ
の
三
尊

は
、
申
央

の
不
動
様
は
高
さ

二
五

セ
ン
チ

メ
ー

ト
ル
、
脇
士
は
台
座

と
と
も
に
二
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
そ
れ
ぞ
れ

一
木

造

で
あ
る
。

申
央

の
像
は
色

は
全

く
残

っ
て
お
ら
ず
、
木

の
地
肌
が
そ

の
ま
ま

で
色
が
ぬ
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っ
て
あ

っ
た
と
は
感

じ
ら
れ
な
い
。
い
た

っ
て
丸

み
が
あ
り
、
髪
も
全
体
的

に

ひ
と

つ
で
、
顔

に
は
し
わ
も
な
く
、

ま
た
衣

に
は
ひ
だ
が
全
部

で
二
、
三
本
あ

る

の
み
で
ご
く
簡

単

で
あ
る
。
そ
し
て
腰

か
ら
下

の
部
分

つ
ま
り
足
は
衣

に
か

く
れ

て
い
る
が
平

坦

で
、
坐

っ
て
い
る
よ

う
に
は
見

え
な

い
。
腰
か
ら
す
ぐ
地

に

つ
い
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
顔

は

一
応
目
を
む
き
、

口
を

へ
の
字

に
結
ん

で

い
る
も

の
の
、
緊
迫

し
た
強

さ
と

か
怖
さ

は
全
く
な
く
、
忿
怒

の
顔
と
は
云

い

が
た

い
。
台

座
は
、
岩
座

で
白

と
緑

で
荒

々
し
く
彫

っ
て
あ
り
、
ま
た
火
焔

は

木

で
う
ま
く

つ
な
が

っ
て
い
る
が
固

い
。

さ

て
脇
士

で
あ
る
が
、
ど

ち
ら
が
右

で
ど
ち
ら

か
左

に
あ
る
も

の
か
は
わ
か

ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
の

二
体

は
小

さ
い
な
が
ら
も
よ
く
出
来

て
い
る
。

一
方

の
も

の
は
、
右
手

を
下
に
下
げ

、
左
手
を
上

に
あ
げ

て
い
る
が
現
在
は
左
手
は

肩
か
ら
先
が
な

い
。
顔

は
、
左
手
方
向

に
向
け
、
腰
を

ひ
ね
り
両
足

で
し

っ
か

り
と
立

っ
て
い
る
。
表
情

は
先
程

の
不
動
像

よ
り
描
写
力

に
と

み
、
全
体
的

に

丸

い
か
ん
じ
は
す
る
も

の
の
口
を
強

く
結

び
、
顔

を
ひ
き

つ
ら
せ

て
い
る

の
が

わ

か
る
。
髪

の
毛
は
肩
ま

で
た
れ
下
が
り
、
筋
肉
や
衣

の
線
も
自
然

で
写
実
的

で
あ

る
。
色
も
ほ
と
ん
ど
落
ち

て

は

い

る

が
、
顔

は
赤
、
肌

は
朱
色
、
衣
は

白
、
茶
、
緑
等

で
ひ
だ
ご
と

に
塗
り
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
も
う

一
方

の
脇
士
は
、
髪

の
毛
は
真
中

で
分

け
て
腰

あ
た
り
ま
で
長

く
自
然

に
た
ら
し
、
両
手
を
胸

で
合

わ
せ
左

足
に
重
心
を
か
け
な

が
ら
、
少

し

下
方
を
見

つ
め
る
。
顔

の
表
情

は
、
口
を
わ
ず

か
に
開
き
、
目
を
細

め
て
如
来

の
よ
う
な
そ
し
て
女
性
的

な
や

さ
し
い
顔
立
ち

で
あ

る
。
全
体
的

に
見

て
も
女

性

ら
し
く
美

し

い
。

こ
れ
も
色

は
少

し
こ
び
り
つ
い
て
い
る
程
度

で
あ

る
が
、

顔
、
胸
等
は
白
、
衣
は
朱

、
緑

と
少

し
つ

つ
残

っ
て
い
る
。

総

じ
て
、

こ
の
両
脇
士
は
バ

ラ
ン
ス
が
良
く
、
小

さ
い
か
ら
細

か
い
部
分
ま

で
手
が
行
き
届
か
な
い
に
し
て
も
、
衣
な
ど

の
ひ
だ
拡
や
わ
ら
か
く
自
然

に
で

き

て
い
る
。
少

々
か
わ

い
ら
し
く
幼
稚
な
か
ん
じ
は
す
る
も
の
の
、
中
央

の
不

動
像
と
比
べ

て
出
来

が
よ
く
、
こ
れ
ら
を

一
対
と
す

る
の
は
合
点
が
行
か
な

い

よ
う
な
気
も
す
る
。
そ
れ

に
、
不
動
像

に
は
何

一
つ
色
が
な

い
し
彫
り
方
も
粗

雑

で
あ

る
か
ら
、

こ
の
像
だ
け
別
な
も

の
を
こ
の
岩
座

に
お
い
た
と

い

っ
て
も

過
言

で
は
な

い
だ
ろ
う
。

そ
し

て
こ
こ
に
あ
る
も
う
ひ
と

つ
の
像
と

は
、
阿
弥
陀
如
来
坐
像

一
体

で
あ

る
。

こ
れ
は
寄
木
造

で
、
腰

か
ら
下

の
寄
木
部
分
を
完
全

に
欠
損

し
て
お
り
、

元

の
姿

は
た
ぶ
ん
四
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
位

の
高

さ
の
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

箱

に
納
ま
り
、
台

座
も
全
体

的

に
い
た
ん

で
い
る
。
像
自
体

も
い
た
み
が

は
げ

し
い
こ
と
は
伝
う
ま

で
も
な

い
が
、
顔
、
胸

に
金
箔
が
残
り
、
胸

は
下
地
の
茶

色
が
見

え
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
像
は
、
後

に
記
す
と
お
り
名

の
あ

る
仏
師

の

作
品

で
あ
る
よ
う

に
、
、
玉
眼

で
螺

髪
も

一
つ

一
つ
渦

を
巻

き
、
衣

の
ひ
だ
も

厚
く
や
わ
ら
か
く
自
然

で
あ
る
。
顔

は
右
目

上
が
少

々
欠

け
、
首
が
沈

ん
で
い

る
が
、
豊

か
な
肉
付
き
、
上
晶
な

口
元
、
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
と
い
い
、
知
的

で
あ

た
た
か
み
が
あ
る
。
完
全
な
姿

で
あ
れ
ば
さ
ぞ
立
派
な
良

い
も

の
で
あ

っ

た
ろ
う
。
下
部
が
欠
け

て
い
る

の
が
残
念

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
内

地
で
買

い
求

め
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
島

の
小
さ
な
御
堂
に
あ
る
も

の
と
し
て
は
、
め

ず
ら

し
く
良

い
作
品
と

い
え

る
だ
ろ
う
。

な
お
、
欠

け
た
部
分

か
ら
空
洞

の
像
内
を

の
ぞ

い
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
墨

書
き

し
て
あ

っ
た
。

「
元
禄

八
乙
亥
七
月
十
九
日

南
無

阿
弥
陀
仏

洛
陽
大

宮
大
仏
師

桜
井
右
近
作
之
」

つ
ま
り
、

こ
れ
は
元
禄

八

(
一
六
九
五
)
年

に

京
都

の
仏
師

で
あ

る
桜
井
右
近

の
作
品

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
島

民
の
う
ち
の

だ
れ

か
、

た
ぶ

ん
中
之
郷
大
御
堂

の
例

に
も
あ
る
よ
う
に
、
御
船
預

り
の
よ

う

な
人
が
買

い
求

め
て
き
た
も

の
だ
ろ
う
。

38



四
さ
て
、
樫
立
を
す
ぎ

て
さ
ら

に
先

へ
進
む
と
申
之
郷
が
あ
る
。

こ
こ
は
島

の

中

で
も
も

っ
と
も
田
舎

に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
仏
像
と

し
て
は
か

な
り
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
あ

っ
て
興
味
深

い
所

で
あ
る
。

こ

の
地
区
の
寺

で
あ

る
長
楽
寺

は
、
今

は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物

で
、
お
よ

そ
風
格

と
歴
史

の
寺
と

は
云

い
が

た
い
外
観
を
見
せ

て
立

っ
て
い
た
。

こ
の
中

之
郷
向
里

に
あ
る
長
楽
寺

は
、
は
じ
め
真
言
宗

で
、
正
平

五

(
一
三
五
〇
)
年

に
上
杉
氏

の
代
官
奥
山
氏

が
大
賀
郷
楊

梅
宗

に
建

て
た
祈
願
所

で
、
大
和

の
国

広
瀬
興
楽
寺

の
勢
遍
法
師
が
渡

島
し

て
、
放

光
山
大
善
寺

と
号
し
た
。
そ

し
て

明
徳

三

(
ご
二
九

二
)
年

に
漂
着
し
た
明
船

に
、
僧
宗

閑
と
そ
の
弟
子

の
宗
有

と
が
乗

っ
て
お
り
、
代
官
奥
山
伊
賀

は
宗
閑
を
住
職
と
し

て
十
三
世

に
お
よ
ん

だ
と

い
う
。
天
文

一
六

(
一
五
四
七
)
年
、
ま
た
明
船

が
漂
着

し
、
そ
の
時

に

乗

っ
て
い
た
明
僧

の
林
氏
宗
感

に
、
時

の
代
官
菊
池
武
蔵
が
厚
く
帰
依

し
、
楊

梅

原
か
ら
同

じ
く
大
賀
郷
大
里

に
寺
を
移
し

て
長
楽
寺

と
改
名

し

た

の

で

あ

る
。
ま
た
そ
の
後

に
、
元
禄

の
頃
、

心
誉
長
円
が
下
田
海
善
寺
に
お

い
て
宗
派

相
伝
し
真

言
宗
を
改

め
浄
土
宗
と

し
、
海

雲
山
相
伝
院
長
楽
寺
と
号
し
た
。
現

在
地
中
之
郷

に
移

っ
た
の
は
、
明

治

二
六

(
一
八
九
三
)
年

。
な

お
現
住
職

の

み
ん
ば
や
し

二
代
前

か
ら
、
明
僧
林
氏
宗
感

の
名
を
と
り
、
姓

を
明
林

と
し
て
い
る
。
そ

し

て
昭
和

二
〇

(
一
九
四
五
)
年

、

こ
の
寺
は
米
機

の
爆
撃
に
あ

い
焼
失

し
て
し

ま
い
、

こ
の
た
め
仏
像
は
現
存

の

一
体
を
残
す

の
み
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
現

在

は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物

で
あ
る
。

,
こ
こ
に
は
本
尊

で
あ
る
観
音
立
像

一
体

で
あ
る
。
銅
像

で
、
高
さ
は
約
九
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
ほ
と
ん
ど
真

黒

で
は
あ
る
が
、
金
箔
押

で
あ

っ
た
ろ
う
。

金
色
が
、
顔

、
胸
、
手

、
足
な
ど

に
わ
ず

か
に

へ
ば
り

つ
い
て
い
る
。
船

形
光

背
と
も

に
形
を
き
れ
い
に
残

し
調
和
が
と
れ

て
い
る
。
衣

の
線
な
ど
は
厚

い
が

肉
体

な
ど
は
ほ

っ
そ
り
と

へ
ん
ぺ

い
で
、
顔
は
細
く
鼻
が
異
様
に
と
ん
が

っ
て

い
る
の
が
目

に
つ
い
た
。

な
お
、
こ
の
像

の
背
部

に
は

「
寛
政
元
己
酉

歳
九
月

施

主

八
丈
島
御
船

頭
山
下
与
左
衛
門
茂
実
」
と
あ

り
、
ま

た
光
背
裏

に
は

「
奉
造
建

施
主
八
丈

島
御
船

預
り

山
下
与
左
衛
門
茂
実

時
干
寛
政

二
庚
戌
年
三
月
吉
日
」
と
あ

(註
)

る
。

つ
ま
り

こ
れ
は
時

の
御
船
預

り
で
あ

っ
た
山
下
与
左
衛
門
茂
実
が
、
寛
政

元

(
一
七
八
九
)
年

に
、
江
戸

で
造
ら
せ

て
買

い
求

め
同

二

(
一
七
九
〇
)
年

に
持
ち
帰

っ
て
寺

に
寄
進
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
江
戸
注
文

に
つ
い
て
は
、

大
御
堂

に
も
像
が
あ
る

の
で
後

述
す
る
。

そ

し
て
今

は
も
う
焼
失
し

て
し
ま

っ
た
が
、
他

に
民
部
作

の
観
音
立
像
と
誕

生
釈
迦
仏

が
あ

っ
た
と

い
う
。
住
職
さ
ん

の
お
話
に
よ
る
と
、
観
音
立
像

は
、

今

残

っ
て
い
る
も

の
よ
り
小
さ
く
木
造

で
、
中

に
は
開
祖
と
し
て

い
る
宗
感

の

像
と
置
文
が
あ

っ
た
と

い
う
。
置
文

は
八
丈
実
記

に
よ
る
と

「
観
音

造
立
躰
中

記

(中
略
)

元
禄

十
四
辛

巳
仲
夏
吉

旦

願
主

海
雲
山
長
楽
寺
現
住

学
誉

道
本
記

大
仏
師

法
橋

民
部
」
と

あ
る
ら

し
い
。
ま
た
誕
生
釈
迦
仏

の
方
は

現
在
宗
福
寺
に
あ
る

の
と
全

く
同

じ
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
も

の
が
今

も
残

っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
民
部

の
作
品
を
調
べ
る
ト

で
さ
ら

に
新
し

い
面
が
わ
か

っ
た

で
あ
ろ
う
に
残
念

で
あ
る
。
特

に
、
民
部
が

母

の
死

に
対

し
て
親
不
幸
を
詑
び
る

つ
も
り

で
つ
く

っ
た
誕
生
釈
迦
仏
が
、
烝

う

一
体
あ

っ
た
と
は
。
や
さ
し

い
人

で
あ
る
。

さ
て
、
長
楽
寺
を
出

て
坂
道
を
登
り
太

い
通
り
に
出

る
と
、
す

ぐ
脇

に
、
釈

迦
堂
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
ま
た

こ
こ
で
も
本

島
を
お
そ

っ
た
台

風
の
ひ
ど
き

に
驚

か
ず

に
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
。
全
壊

し
て
い
な
か

っ
た
だ
け
、
救

わ
れ
た

の
で
あ
る
が
し
か
し

こ
の
日
も

風
が
強

く
、
壊
さ
れ
た
部

分
に
は
厚

い
テ

ン
ト
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が

お
お
わ
れ

て
お
り
、
私

の
た
め
に
こ
の
お
お
い
を
と
り
は
ず
し
て
も
ら
う
わ

け
に
は

い
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
窓
か
ら
背

の
び
を
し
て
、
の
ぞ
く

は
め
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

か
な
り
大

き
め
の
釈
迦
如
来
坐
像

一
体
。
木
造

で
高
さ
は
九
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト

ル
位

。
胸

で
合
掌
す

る
。
ま
さ

に
新
し

い
と

い

う

感

じ

で
、
顔

、
胸
な
ど

は
、
は
げ

る
こ
と
な

く
き
れ

い
に
金
色

で
輝

き
、
衣

の
部

分
が
や
や
茶
色

に
は

が
れ
て
い
る
と
い
う
程
度

で
あ
る
。
螺
髪
も
ま
た
鮮

や
か
な
青

で
、
目
、
眉
な

ど
も
き
れ

い
に
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
島

の
も

の
と
し

て
は
め
ず
ら
し
く
完
全

な
姿

で
整

っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ

の
島

の
作
品

で
は
な

い
。
由
来

に
よ
る
と
、
幕
末

の
頃

に
沖
山

か
み
な
と

又
衛
門
と

い
う
人

が
神
湊

で
漂
流

し
て
い
た
箱

の
申

に
あ

っ
た
の
を
見

つ
け
た

も

の
ら
し
い
。
最
初

は
、
大
御
堂

に
ま

つ
り
、
後

に

こ
の
像

が
現
在
地

に
帰
り

た

い
と

い
う
の
で
移

し
た
い
と

い
う
。
し
か
し

こ
の
話

は
、
全

く
確

か
な
も

の

で
は
な
い
。
神
湊
と

は
三
根

に
あ
り
、

い
わ
ば
中
之
郷
と

は
、
島

の
表
と
裏

の

関
係

に
あ
る
。

管
理
人

の
お
ば
さ
ん

の
お
話
に
よ
る
と
、
こ
の
像

は
後
世

に
色
を
新
し
く
塗

る
た
め
に
、
内
地

へ
送

っ
た
と

い
う
。
こ
れ
は
本
当

で
あ
ろ
う
。
仏
師

の
作
品

で
江
戸
時
代

の
こ
と

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
金
箔
と

い
い
、
螺
髪

の

色

と

い

い
、
顔

の
表
情

と

い
い
、
ど
ぎ

つ
さ
が
目

に
つ
い
た
。

こ
の
通

り
を
少
し
も
ど

っ
て
さ
ら
に
登

っ
て
い
く
と
、
黄

八
丈

の
染
元
、
山

下

め
ゆ
さ
ん
宅
が
あ
る
。
め
ゆ
さ
ん
宅

に
は
、
三
体

の
像
が
あ
り
、

こ
れ
ら

の

像

に
と

っ
て
私

は
何

十
年

か
ぶ

り
の
客

で
あ

っ
た
ら
し

い
。

観
音
立
像
、

一
体

、
石
造

で
た
い

へ
ん
重

い
。
約
三
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
。

素
人

の
作

で
あ
ろ
う
。
た
い

へ
ん
異
国
的
な
顔

で
、
観
音
様

と
は
云

っ
て
も
、

髪
を
た
だ
結

い
上
げ

て
あ

る
だ
け

の
簡
単
な
も

の
で
衣

の
ひ
だ
も
全

く
な

い
。

左
手

を
胸

に
あ
て
、
右
腕
を

の
ば
し
て
手

の
平

を
見
せ
る
。
頭

が
大
き

く
胴
が

長

く
手

が
大
き
す
ぎ
、
無
恰
好

で
あ
る
。
細
か

い
部

分
に
は
全
く
気
を
使
わ
れ

て
い
な

い
。
背
面

に
は
、

「
万
治
三
庚
子
年

六
月
十

八
日
」

「
仙
洞
与
惣
右
衛

門
」
と
あ

る
。
万
治
三
年
と
は

一
六
六
〇
年

、
船
雪

の
与
惣
右
衛
門
が

つ
く

っ

た
と
い
う

こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

そ

し
て
同
じ
く
石
造

の
僧

形
坐
像

が
あ
る
。
約

三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
ま

あ

る
い
顔

に
無
厚

い
手

が
胸

元

で
合
掌

し
、
い
か
に
も
素
人
作
。

い
た

っ
て
単

調
な
線

で
、

こ
れ

に
も
背
面
に

「寛

二
年
」

「
与
惣
右
門
」

「
七
月
十
五
日
」

る
刻
す
る
。
寛

二
年

と
は
年
代
的

に
考

え
て
、
先

の
観
音
立
像

の
万

治
年

間

の

次

の
寛
文

二
年

(
一
六
六
二
)
年

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
同
じ
与

惣
右
衛

門
の
作

で
あ
ろ
う
。

二
体
と
も
に
古

い
も
の

で
あ
る
が
石
造

で
あ

る
せ

い
か
、
欠

け

て
い
る
部
分

は
全

く
な

い
。

ま
た
、
も

う

一
体

め
ず
ら
し
く
、
葬
頭
河
婆
坐
像
が
あ
る
。
木
造

で
、
高
さ

は
約

三
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
。
朱
色
が
残

っ
て
い
る
。
眉
は
太

く
、
目
が
大
き

く
と
び
だ
し
て
左
膝
を
立

て
、
胸
を
は
だ
け

て

一
応

そ
れ
ら
し
き
恰
好

は
し
て

い
る
。

一
生

懸
命
恐
し
さ
を
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が

か
え

っ
て
ア

ン
バ
ラ

ン
ス
で
お
か
し
さ
が
漂
う
。
大
ま
か
に
彫

っ
て
あ
る
。
背
面

に
は

「寛

永
年
申
中
興
元
所
造
立

明
治

九
丙
子
春
十

一
代
与
平
兵
十
郎

造
立
」
、像

底

に

「
勝
船
頭
与
三
右
衛

門
」

と
あ
る
。
寛
永
と
は

一
六

二
四
～
四
四
年

で
あ
る

が
、

こ
の
頃
造
ら
れ
た
も
の
か
。
そ
し
て
、
流
人
近
藤
富
蔵
が

こ
の
家

が
火
災

に
あ

っ
た
後
に

一
部

を
修
理

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

さ

て
、
め
ゆ
さ
ん
宅
を
出

て
坂
を
下
り
海

の
方

へ
行
く
と
、
大
沢
元

四
郎
氏

宅
が
見
え

て
く
る
。
大
沢
さ

ん
宅

に
は
、
民
部

の
他

に
名

あ
る
人

の
作
品
と

し

て
、
近
藤
富
蔵

の

一
木
造
、
阿
弥
陀
三
尊

立
像

一
体

が
あ
る
。
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近
藤
富
蔵

は
文
化

二

(
一
八
〇
五
)
年

五
月

三
日
江
戸

で
生
ま
れ
、
父
は
千

島

、

エ
ト

ロ
フ
の
探
検

で
知
ら
れ
た
近
藤
重
蔵

で
あ
る
。
彼

は
当
時
、
勘
当
同

様

の
身

で
は
あ

っ
た
が
、
隣
家
と
地
所
争

い
を
お

こ
し
て
い
た
父
重
蔵
を
助
け

る
べ

く
、
江
戸

に
帰

っ
て
き
た
も

の
の
、
し
か
し
そ
れ
は
う
ま
く
行
か
ず

に
隣
人

塚
越
半
之
助

一
家
七
入

を
皆
殺

し
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
文
政
九

(
一

八
二
六
)
年
五
月
十
八
日
、

二
十

一
歳

の
こ
と

で
あ
る
。
そ
し

て
翌
十

(
一
八

二
七
)
年
四
月
に
、
八
丈
島

へ
と
流
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
、

赦

免
が
訪
れ
る
明
治
十

三

(
一
八
八
〇
)
年

二
月

二
六
日
ま

で
、
五
〇
年
以
上

も

の
間
人
生

の
大
半
を
、
彼
は

こ
の
島

で
過
し
た
の
で
あ

っ
た
。
在
島
中
、
彼

は
罪
を
後
悔
し
殺
生
を

一
切
禁
じ
た
と
い
う
。
ま
た
、
学
問
、
知
識

の
あ

っ
た

彼

は
不
器
用
な
が
ら
も
、
仏
像

、
絵
画

、
石
垣

、
彫
刻
、
和
歌
、
俳
句
な
ど
を

残

し
、
多
方
面
に
わ
た

っ
て
島

の
人

た
ち
に
貢
献

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
中
心
と
な
る
も

の
は
、
八
丈
島

の
す

べ
て
を

記

録

し

た

「
八
丈
実
記
」

六

九
巻

で
あ
る
。
彼

は
、
明
治
十

三
年
赦
免
と
な

っ
て
い

っ
た
ん
江
戸

へ
帰

っ
た

も

の
の
、
そ

の
後

明
治

十
五
年
再
び

こ
の
島

の
土
を
踏
ん
だ
。
そ
し
て
明
治

二

〇

(
一
八
八
七
)
年

六
月

一
日
と
う
と
う

こ
の
島

で
亡
く
な

っ
た
。
八
三
歳

で

あ
る
。

さ
て
、
富
蔵

が
残

し
た
仏
像
は
、
木
造

で
高
さ
は
三
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

中
央

に
阿
弥
陀
如
来
立
像
、
脇
士

に
観
音

立
像
、
そ
し
て
光
背
が

一
体
と
な

っ

た
浮
彫

り
で
あ

る
。
写
真

で
見
た
か
ぎ
り

で
は
あ
る
程
度
大
き
な
も

の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
た
が
、
実
際

に
は
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
程

の
小
さ
な
も

の
で
あ

っ
た
。

い
か
に
も
素
人
作

で
あ
る
。
あ
ま

り
切
れ
味

の
良
く
な
さ

そ

う

な

ノ

、・・
、
や
す
り
も
ま
だ
完
全

で
は
な
く
、
ま

る
く
仕
上
が

っ
て
お
ら
ず
に
と
が

っ

て
、
線
が
何
本

も
は
い

っ
て
い
る
。
螺
髪

、
白
毫
な
ど
も
完
全

に
は
丸
く
な
く

大
き
く
、
衣
や
手

な
ど
も
そ
れ

ら
七
く
な

く

一
応
形
だ
け
に
な

っ
て
い
る
。
全

体

的
に
ず
ん
ぐ
り
と
し
て
、
向

っ
て
左

の
観
音
様
な
ど
は
首

が
ま
る
で
な

く
猫

背

で
お
か
し
い
。
足
元

は
花
も
よ
う

の
浮

き
出
た
台

の
上
に
立

っ
て
い
る
。
お

線
香

の
煙

で
、
真
黒

で
は
あ
る
が
そ
れ

で
も

へ
こ
ん
だ
部
分
は
金
色

に
輝

い
て

い
る
。
像

の
裏

に
は

「
明
治
十
年

七
月

八
丈
申
之
郷

六
十

三
戸

大
沢
六
三

郎
同
妻
菊
池
伊
佐
起
立

七
十
四
翁
有
旡
奔
不
明
作
」
と
あ
る
。
大
沢
六
三
郎

と
は
元
四
郎

さ
ん
の
曽
曽
祖
父

に
あ
た
と
人

で
、
菊
池
伊
佐
と
は
妻

の
名

で
あ

る
。
ま
た
有
無
庵

不
明
と
は
富
蔵

の
こ
と

で
あ

る
。
そ

し
て
こ
の
裏

の
上
部

に

は
、
す

で
に
黒
ず

ん
だ
ニ
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
ぐ
ら

い
の
紙

が

は

っ
て

あ

り
、

こ
れ
を
は
が
す
と

「
富
蔵
」
と
墨
書
き
し

て
あ
る
、
と
元
四
郎

氏
は
教

え

て
く
だ
さ

っ
た
。
元

四
郎
翁

は
、
か
な
り

の
お
年

で
お
耳
が
遠

く
、
、満

足
に
お

話

が
で
き
な

か

っ
た

の
が
残
念

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、

こ
の
像
は
小
さ
く

て
い
か
に
も
幼

い
の
で
あ

る
が
、

し
か
し

し
み
じ
み
と

し
た
あ
た
た
か
さ
を
感

じ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な

か

っ
た
。
お
顔

だ

っ
て
、
目
は
は
れ
ぼ

っ
た

い
し
、
唇

は
薄

く
て
い
び

つ
だ
し
、
首
も
な
く

て

無
恰
好
な

の
だ
け
れ
ど
、
外

見
や
尊

さ
な
の
で
は
な

く
て
、
無
器
用
な

ノ
ミ
の

跡

に
彼

の
や
さ
し
さ
を
感

じ
る
の
で
あ

る
。
彼

の
長

い
流
人
生
活

の
中

の
悲

し

さ
や
辛
さ

で
は
な
く
、
た
だ
島
を
愛

し
た
富
蔵
自
身

の
浮
き
彫
り
像

な
の

で
あ

る
。私

は
、
今

回
島
を

巡
り
歩
き
な
が
ら
、
富
蔵
さ
ん
富
蔵
さ
ん
、
と

い
う
こ
と

ば
を
数
多

く
聞

い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
彼
は
多

く

の
所
に
遺
品
を
残

し
た
。

大
御
堂

の
厨
子
も
彼

の
手

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
山
下

め
ゆ
さ

ん
の
葬
頭
河
婆

像

を
修
理

し
た

の
も
彼

で
あ
る
。
ま
た
、
服
部
屋
敷

(
樫
立
)

の
石
垣
を
築
き

八
丈

凧
を
考
案

し
、
詩
を
読
み
、
絵

を
描

い
た
。
い
た
る
所

に
彼

の
足
跡
が
見

ら

れ
、
島
民
だ
ち
は
彼
に
な
れ
親

し
ん
だ

の
だ
ろ
う
。

そ

し
て
ま
た

こ
こ
に
、
富
蔵
の
遺
品
を

ひ
と

つ
、
絵
画

で
は
あ
る
が
、
記

さ
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ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
大
沢

元
四
郎
宅

に
は
、
屏
風

六
曲

の
も

の

が

一

つ
あ

る
。
左
端

に
、
元
四
郎
さ
ん
宅

の
納
屋

が
、
中
央

で
は
牛
や
馬
を
使

っ
て
稲
を

植

え
、
そ
し
て
刈

り
取

っ
て
い
る
農
民
た
ち
が
描

か
れ
て
い
る
。
中
之
郷

の
風

景

で
あ
る
。
昔

は
こ
の
島
も
平
地
部
分

で
は
田
ん
ぼ
を

つ
く

っ
て

い

た

と

い

う
。
山

が
あ
り
、
道

は
曲

り
く
ね
り
、
広

い
大
地
と
島

の
狭
さ
を

感

じ

さ

せ

る
。
人

々
は
動
き
働

き
、
汗
を
流

し
、

の
ど

か
な

田
園
風
景

で
あ
る
。
人

の
動

き
や

こ
の
う
す

い
色
彩

を
見
て
す
ぐ

に
感

じ
た
こ
ど

は
、
あ

の

「
信
貴
山
縁
起

絵
巻
」

で
あ

っ
た
。
そ

こ
に
は
生
き

て
い
る
人
間
が
動

い
て
い
た
。

富
蔵

は
や
さ
し

い
目
を
も

っ
た
人

間

で
あ

る
。
彼

は
熱
心
な
仏
教
信
者

で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
彼

に
と

っ
て
の
仏
像
は
、
決
し
て
光

で
も

な
く
、
力

で
も
な

く
、
た
だ
や
さ

し
さ
と
親
し

み
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
彼

の
残

し
た
す
べ

て
の

物

の
申

に
、
島
民

た
ち
を
愛

し
、
そ
し

て
愛
さ
れ
た
彼

の
姿

を
感

じ
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
大
沢

氏
宅

か
ら
五
分
も
歩
く
と
民
家
が
立
ち
並
ぶ
中

に
、
大
御
堂
が

あ
る
。
す
ぐ
隣
り

の
家

の
人

が
管
理
人

で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も
管
理
人
と

い

っ

て
も
御
堂

の
中
を
清
掃

す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と

で
、
詳

し
い
話
な
ど
わ
か
る
わ
け

で
は
な

い
。
管
理
人

の
お
ば
あ
さ
ん
に
こ
の
御
堂
を
見
せ

て
ほ
し
い
と

い
う

こ

と
を
伝

え
る
と
、

お
ば
あ
さ
ん
は
黄
八
丈

の
糸

を
巻

い
て
い
た
手
を
休

め
て
、

戸

を
開

け

戸
ー

ソ
ク
を
と
も
し

て
く
だ
さ

っ
た
。
そ
し
て
、
先
代

の
お
じ
い
さ

ん
が
生

き
て
い
た
ら
も

っ
と
詳

し
い
話
を
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど

、
と

云

い
な
が
ら
彼
女
も
彼
女
な

り
に
、
ご
く
簡
単

で
は
あ
る
が
こ

の
御
堂

に

つ
い
て

の
お
話
を
し
て
く
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
失
礼

で
は
あ
る
が
、
そ

の
お

話

は
結
局
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
に

の

っ
て
い
る
程
度

の
ご
く

一
般
的
な
も

の
で
し
か

な

か

っ
た
。
私
は

こ
こ
で
、
早
々
と
お
ば

あ
さ
ん
に
は
家

へ
と

ひ
き
と

っ
て
も

ら

い
、
自
虫

に
像
を
見
る

こ
と
に
し
た
。

こ
の
大
御
堂
も
建
立
年
代

は
不

明
で
あ
る
が
、
た
だ
先

に
も
記

し

た

よ

う

に
、
万
寿
年
間

(
一
〇

二
四
～

二
七
)

に
八
丈

五
ケ
村

に
地
蔵
尊
五
体
が
送

ら

れ
そ

の
う
ち

の
ひ
と

つ
が
、
現
在

こ
の
大

御
堂

に
あ
る
。
こ
の
地
蔵
尊
は
、
は

じ
め
御
堂

ケ
沢
と

い
う
所
に
安

置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
後

に
火
災

に

あ
い
今
よ

り
約

六
〇
〇
年
前

に
大
御
堂
に
移

さ
れ
た
と

い
う
。
よ

っ
て
こ
れ
が

正

し
け
れ
ば
、

こ
の
建
物
は

六
〇
〇
年
前

、
約

一
四
〇

〇
年
頃

に
は
存
在
し
た

と

い
う

こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
こ
に
は
、

「
徳
治

二

(
一
三
〇
七
)
年
丁
未

三

月

二
日
」

の
銘

が
あ

る
鉦
鼓
が
あ

り
、

こ
れ

は
八
丈
島
最
古

の
金

石
文
と

さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
時

に
こ
の
大
御
堂
が
存
在

し
て
い
た
か

は
あ
き

ら

か

で

な

い
。こ

こ
の
本
尊
は
、
先
に
記
し
た
皇
室

よ
り
送

ら
れ
た
地
蔵
尊

で
こ
れ

に
は
あ

る
云
伝
え
が
あ
る
。

つ
ま
り

こ
の
像

を
拝
す

る
う
ち
に
、
瞳
が
白

か
ら
青

に
変

わ
り
さ
ら

に
は
輝
き
だ
す
と

い
う
。
ま
た
永

い
間

の
香

の
煙

に
も
変
化
を
見
せ

ず

、
村
内

に
飢
饉

や
な

に
か
の
異
変
が
あ
れ
ば
、
顔

を
青

く
し
て
汗
を
流
す
と

伝

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
地
蔵
様

は
青
白

い
石

で
出
来

て
お
り
、
木

の
台
座

に
す
わ
り
、
高

さ
は

四
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
位

で
あ

ろ
う
。

い
た

っ
て
丈
夫
そ
う

で
首
も
太
く
体

も

ふ
く
ぶ
く
し

い
。
さ
す
が
に
、

こ
の
島

で
異
変
や
疱
瘡
渉
流
行
し
た
時

に
は
汗

を
流
す
と
云
わ
れ
る
だ
け

の
こ
と
は
あ

っ
て
、
健
康
的

か
つ
り

っ
ぱ

な
目
を
し

て
い
る
。

お
顔
だ
け
彩

色
さ
れ
て

い
て
、
少

し
赤
茶
色
を

呈
す
る
。
よ
く
あ
る

達
磨

の
よ
う
に
、
大
き
く
目
を
見
開
き
、
わ
ず

か
に
視
線
を
下
方
内
側

へ
と
向

け
て

い
る
。
唇

は
厚

く
、
と
ぼ
け
た
人
間
味
と
大

ら
か
さ
を
も

っ

た

顔

で

あ

る
。
身
体

の
方

に
も
色

は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
今

は
全

く
そ

の

跡
が
な
く
、

こ
の
像

の
伝
説

か
ら
考

え
て
も
色
が

ぬ
ら
れ

て
い
な
か

っ
た
と
見

る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
。

こ
の
台
座
は
も

ち
ろ
ん
皇
室

か
ら
送
ら
れ
た
も
の
と
は
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別
な
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
単

調
な

ノ
ミ
で
細

か
く
も
よ
う
が
刻
み

こ

ん

で

あ

る
。
簡
単

な
も

の
で
あ

る
。

さ

て
、
そ

の
左
側

に
珍

し
く
形
が
と
と

の
い
、
ほ
ぼ
完

全
な
姿

で
保
存
さ

れ

て
い
る
阿
弥
陀

三
尊
坐
像
が
あ

る
。
銅
造

で
中
尊
坐
像
は
三
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
脇

士
が
二
一ニ
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。
か
な
り
緑
青

が
浮

き
出

て
は
い

る
も

の
の
姿

は
完
全

で
、
木
造

で
な
か

っ
た

こ
と
に
感
謝

す
べ
き

だ
ろ
う
。

申
尊

は
蓮
花

三
重
坐

に
す
わ
り
、
説
法
印

(
上
品

下
生
)
を
結
び
、
螺
髪
粒

な
ど

は
や
や
大
き

め
で
あ
る
。
右

脇
士
菩
薩

は
胸

で
手
を
合
わ
せ
、
右
膝
を
立

て
、
天
衣
が
体

に
ま

つ
わ
り

つ
い
て

い
る
。
ま
た
、
左
脇
士

は
胸
よ
り
少
し
下

方

で
合
掌

し
、
同
じ
よ
う

に
左
膝
を
立
て
て
坐

っ
て
い
る
。
三
尊
と
も
光
背
は

め
ず
ら

し
い
形

で
、
後
方
円

の
中

心
よ
り
外
側

へ
向

っ
て
太
陽

の
光

の
よ
う

に

棒
が
と
び
だ
し

て
い
る
輪
光

背

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
尊

は
山
岳
形
と

で
も
云

う

の
だ
ろ
う

か
、
山

の
よ
う
な
形
の
も
の
で
囲

ま
れ
て
い
る
。

い
ず
れ

に
し

て

も
、

こ
の
三
体
は
そ
れ
ほ
ど
ふ
く
ぶ

く
し
い
顔

で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
や
唇
な

ど
小
造

り
で
あ
る
が
、
し
か
し
他

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ほ
ど

に
三
尊
が

完
全
な
姿

で
残

っ
て
い
た

の
で
、
す
ご
く
威
厳

に
満

ち
た
も

の
に
感
じ
ら
れ
が

ち

で
あ

る
。

こ
の
像
が
、
島

に
置

か
れ
た
当
初

は
皆

か
ら
崇
拝
さ
れ
た

で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

こ
の
像

の
台

座
に
は
銘
文

が
あ
る
由

で
、
そ

の
謄
写
本

に
よ
る
と
次

の
よ
う
な

こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

「奉

造
立
大
施
主
元
奥
御
右
筆
久
米
新
助

法
体
了
円

安
永
九
年
庚
子
八
月
吉

日

世
話
人

八
丈
島
御
船
預
り
山
下
与
左

衛
門
茂
実

江
戸
神
田
住
鋳
物
大
工
長
谷
川
形
部
正
秀
作
」
と
あ

る
。

こ
れ
は

江
戸

の
鋳
物
大
工
長
谷
川
形
部

正
秀

の
作

で
、
作
ら

せ
た
人
は
久
米
新
助
。
そ

れ
を
御
船

預
り

で
あ

っ
た
山
下
与
左
衛
門
茂
実
が
持
ち
帰
り
、
安
永
九

(
一
七

八
〇
)
年

に
寄

進
し
た
の
だ
ろ
う

。

こ
う
い
う
例
が
数
多
く
あ
る
よ
う
に
、
仏
師
民
部

の
他

に
形
式
が
と
と

の

っ

て
い
る
も

の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
江
戸

へ
行

っ
て
買

い
求

め
て
き
た
も

の
ば
か
り

で
あ
る
。

さ

て
、
本
尊

で
あ
る
地
蔵
様
に
向

っ
て
右
側

の
厨
子

に
は
、
と

こ
ろ
狭
し
と

全
部

で
九
体

の
像
が
安

置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち

の
三
体

は
阿
弥
陀
三
尊
像

で
あ
る
。
木
造

で
中
尊

坐
像
は
、
台
座

、
光

背

と

も

に
四
〇

セ
ン
チ
メ
ー

ト

ル
。
脇
士
立
像
は
、
光
背

は
落

ち
て
お
り
、
台
座
と
と
も

に
二
五

セ
ン
チ

メ
ー

ト
ル
程
度

の
も

の
。
中
尊
高
背
裏

に
は

「
光
明
遍
照
十
方
世
界

念
仏
衆
生
摂

取
不
捨

明
治
八
年

為
造
久

五
郎
」
と
あ

る
。
明
治
八
年

の
作
か
。

こ
の
阿
弥
陀
如
来

坐
像

は
、
蓮
花

三
重
坐

に
す
わ
り
定
印
を
結
ぶ
。
輪
光

背

は
、
頭
後
方

に
ま
る
く
あ
り
、
金

、
朱

、
紺
等

で
ぬ
り
わ
け
ら
れ

て
い
る
。
金

箔
押

で
あ

っ
て
、
ま
だ
だ
い
た
い
は
残

っ
て
い
る
が
胸
や
顔

な
ど
は
、
は
げ
落

ち

て
み
じ
め
な
姿

で
あ
る
。
ま

た
鼻
が
欠
け

て
い
る
。

脇
士

に
も
金
箔

が
か
な
り
残

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
用
心
し
な

い
と
ポ

ロ
ポ

ロ
と
落
ち
そ
う

で
あ
る
。
こ
れ
も
蓮
花

三
重
座

に
立
ち
、
宝
冠
も
衣
も
か
な

り

簡
単
な
も

の
で
あ
る
。
小
品

の
せ

い
で
あ
ろ
う
か
。
顔
は
墨

で
眉
、
目
が
描

か

れ
、
唇
は
赤

く
、
光

背
、
髪

の
毛

は
青

で
あ

る
。
両
者
と
も
に
子
供

の
よ
う
な

非
常
に
ひ

ょ
う
き

ん
な
顔
立
ち

で
あ
る
が
、
笑

っ
て
お
ら
ず

、
ど

こ
か
静
寂
さ

と
い
う
も
の
に
欠

け
る
。
少

々
ぬ
け
た
と

で
も
云
お
う
か
。

他

の
技
術
的
な
面

は
全

く
わ

か
ら
な

い
が
、

こ
の
よ
う
な
や

す
ら
ぎ

の
な

い

表
情

、
た
だ
目
を
む

く
だ

け
の
表
情
と

い
う

の
は
、
と

て
も
プ

巨
の
仕
事
と

は

思
え
な
い
。
こ
の
三
尊
を
本
土

の
作
品
と
見
る

こ
と
も
可
能

で
あ
る
が

、
し
か

し
も
し
そ
う
で
あ

る
と
し
た
ら

か
な
り

の
最
下
級
品

で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、

作
品

の
様
式

、
表
情

は
ど

う
で
あ
れ
、

い
い
か
げ
ん

で
な
い
形
式

は
島
民
た
ち

に
は
造
り
出

す
こ
と
が
で
き
な

い
も

の
で
あ
る
。
明
治

八
年

、
す

で
に
仏
像
制
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作

の
時
代
は
終
わ

っ
て

い
る
と
は
い
え
、

ひ
ど

い
作
品
を

つ
か
ま
さ
れ
た
も

の

だ
。
と
く

に
、

こ
の
脇
士
は
じ

っ
と
見

て
い
る
と

お
か
し
く
な
る
く
ら

い
ひ

ょ

う
き

ん
な
顔

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

「
木
喰
」

の
微
笑

に
つ
な
が
る
も
の

で
も
な
く
、
自
然
と

こ
み
上
げ
る
や
す
ら
ぎ

の
笑

い
で
も
な
く
、
た
だ
目

の
前

に
居

る
人

に
途
方
も
な
く
ひ
ど

い
顔

を
さ
れ
た
時

に
こ
み
上
げ
る
単
な
る
笑

い

な

の
で
あ
る
。
あ
と
か
ら
ひ
ど

い
も
の
を
見

て
し
ま

っ
た
と
、
目
を
お
お

い
た

く
な
る
よ
う
な
そ

ん
な
笑

い
。
拝
む
べ
き
対
象

と
は
云
い
が

た
い
。
時
は
明
治

八
年

、
流
人
制
度
も
取

り
は
ら
わ
れ
、
無
知
な
島

民
と

て
も
そ

ろ
そ
ろ
な

ん
で

も
か
ん
で
も
受
け

入
れ
る
と

い
う
体
勢

を
変

え
て
も

い
い
は
ず
だ
。

ま
た
、
こ
の
三
尊
嫁

の
手
前

に
は
三
体

の
小
品

が
あ
り
、
そ

し
て

一
番
後
ろ

に
は
ま
る
で
幽
霊

の
よ
う
に
暗
闇

の
中

に
三
体

の
像
が
ぼ
う

っ
と

立

っ

て

い

る
。
六
体

と
も
未
完

か
そ
れ
と
も
年
月

に
さ
ら
さ
れ
た
の
か
、
形
が

は

っ
き
り

と

し
な

い
。

こ
の
前

の
三
体

は
、
共

に

一
五
セ
ン
チ

メ
ー

ト
ル
位

で
虫
食

で
い
た
み
が
は

げ
し

い
。
頭
と
胴
体
が

あ
り
、
台
座

に
坐

っ
て
い
る

の
が
か
す
か
に
想
像

が

つ

く
。
手

の
位
置
は
全
く
あ
き
ら
か
で
な

い
。
単

に
で
こ
ぼ

こ
し
た
木
が
三
個
あ

る
と
云
う
べ
き
か
。
し
か
し
な
ん
と
も

か
わ
い
ら
し
く
、

こ
う

い
う
ボ

ロ
ボ

ロ

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
木

の
仏
像

の
形
に
な

り
た

い
と

い
う

い
ち
ず
な
心
が
感

じ

ら

れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
気

が
し
て
く
る
。
近
藤
富
蔵

の
作

で
あ
る
ら
し

い
と

お
ば
あ
さ
ん
は
云

っ
て
お
ら
れ
た
が
、
富

蔵
が
在
島

し
た
期
間

か

ら

考

え

て

も
、
こ
れ
ら

は
い
た
み
す
ぎ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
も

っ
と

以
前

の
も

の
で
あ
ろ

う
。
流
人
仏

の
最

た
る
も

の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
後

方

の
三
体

は
如
来

形
立
像

一
体
と
地
蔵
形
立
像

二
体

で
あ
る
。
前

者

の
高
さ
は
約
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
後
者
は

四
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
位

で

や

は
り
こ
れ
ら
も
、
顔
、
形
は
は

っ
き
り
と

し
て
い
な

い
。
彩
色

も
か
す
か
に

残

っ
て

い
る
も

の
も
中

に
は
あ
る
が
、
し
か
し
現
在
は
む

し
ろ
木
目

の
跡
が
美

し
い
。
顔

に
は
目
と
鼻

の
線
が
残

っ
て

い
る
だ
け
で
衣
も

し
わ

の
あ
と
が
少
し

と
ど

ま
る
程
度

だ
が
、
全
体
的
姿
は
わ
か
る
。
と
く
に

一
番
右

の
地
蔵
像
は
暗

い
所

で
見

る
と

、
衣

の
裾
と
台
座

の
区
別
が

つ
か
ず
、
そ
の
ま
ま
衣

の
延
長

の

よ
う
に
見

え
る
の
で
、

一
見
し
た
と

こ
ろ

で
は
、
非
常

に
足
長

の
ほ

っ
そ
り
と

し
た
も

の
の
よ
う
に
思

え
る
。
形
が
整

っ
て
美
し

い
。
.し
か
し
他

の
二
体

は
む

し
ろ
ず
ん
ぐ

り
と
無
恰
好

で
田
舎
作

で
あ
る
。

実

の
と

こ
ろ
、
私

が
こ
の
島

に
お
い
て
も

っ
と
も
手

に
取

っ
て
見

た
か

っ
た

仏
像
と

い
う

の
は
、

こ
の
後

ろ
に
あ

る
三
体

で
あ

っ
た
。

こ
の
大
御
堂
の
中

に

上
が
り

こ
ん

で
、
暗
闇

の
申

に
こ
の
三
体

を
見

つ
け
た
時

の
私

の
心

の
内

は
、

ま
る
で
天

に
も
登
る
気
持

で
あ

っ
た
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な

い
。
何

百
年

か
前

に
、
こ
の
仏
像
た
ち
は
だ
れ
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
流
人

が
彫

っ
た
の
に
ち
が

い
な

い
と
信
じ
き

っ
て
い
た
私

に
と

っ
て
、

こ
ん
な
疑
問
は
す

で
に
消

え
う
せ
て
い
た
。
そ
し

て
そ

の
内

の

一
体
を
取

り
出

し
て
、
自
分

の
手

に
抱
き
よ
せ
た
時

に
、
そ

の
木

の
か
た
ま
り
は
非
常

に
軽

い
も

の
の
よ
う

に
見

え
た
が
、
実
際

に
は
そ
の
手
応

え
の
た
し
か
さ
に
、
そ
れ
に
込

め
ら
れ

て
い
る

心
の
重

さ
を
感
じ
と

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

仏
像
は
他

の
も
の
も
そ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
自
身
は
何

も
語

っ
て
は
い
な

か

っ
た
。
そ
れ
は
木

の
か
た
ま
り
で
あ

り
、
単
な
る
石

で
あ
り
、
金
属

で
あ
り
、

そ
れ
を
人
間
が
形
を
変
え
、
そ
の
人
間

の
な

に
か
を
封
じ
込
め
な
が
ら
、
見
や

す
い
よ
う

に
し
た
だ
け

で
あ
る
。
観
察
者
と

し
て
の
人
間
は
、
そ

の
物
体

か
ら

自

己
の
内
な

る
イ
メ
ー
ジ
を
勝
手

に
作

り
あ
げ

る
だ
け

の
も

の
な

の
だ
。

こ
こ
に
あ
る
仏
像

た
ち
は
ま
た

い
つ
の
日
か
、
だ
れ
か
人

に
見
ら
れ
た
時

に

ま
た
何

も
語
ら

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず

、
こ
れ
ら

の
像

に
は
、
し

ゃ

べ
る
べ
き
口
も
な
い
の
だ
し
、
何

か
を
見
る
は
ず

の
目
さ
え
あ
き
ら

か
で
な

い
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の
だ
。
私
た
ち
が
語

り
か
け
て
も
耳
も

す
で
に
失
わ
れ

て
い
る

の
だ
か
ら
。
そ

れ
は
単

に
木

の
変
形
と
し
て
存

在
し
、
私

た
ち
は
外
か
ら
見
る
だ
け

の
も
の
。

し

か
し
作
者
は
何

か
を
込
め
た
で
あ

ろ
う
。
流
人
と
し

て
の
悲
し
み
か
、
や

る
せ
な

い
気
持
ち
か
、
望
郷

の
念

か
、
子
供

へ
の
愛
か
、
罪

へ
の
後
悔

か
。
こ

の
像
を
斧

で
真

二
つ
に
割

っ
た
ら
、
き

っ
と

こ
め
ら
れ
た
何

か
が
空
め
ざ
し
て

フ
ワ
フ
ワ
と
登

っ
て
行

く
こ
と

だ
ろ
う

。
あ

る
い
は

こ
の
ま
ま
、
さ
ら
に
何
百

年
か
が
過
ぎ
る
と
、
こ
れ
ら
の
像

は
時

の
流
れ

に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
ひ
と

ま
わ

り
小
さ
く
な

っ
て

い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
し

て
い
つ
の
日
か
、

こ
れ
ら
が
全
部

な
く
な

っ
て
し
ま
う
時
、

け
ず

り
と
ら
れ
た
魂
は

一
体
ど

こ

へ
行

く

の

だ

ろ

う
。
'
天

へ
昇
る

こ
と
も
出
来
ず

に
島

の
中
を
さ
ま
よ
う

の
だ
ろ
う
か
。

・
以
上

で
、
個
人
蔵

の
像

を
あ

ま
り
調

べ
な

か

っ
た
こ
と

に
多
少

の
未
練
を
残

し
な
が
ら
も
、
八
丈

島
の
主
な
仏
像

に
つ
い
て
の
報
告
を
終
わ
り
と
す
る
。
こ

れ
が

ご
の
島

の
仏
像

の
す
べ
て
で
あ
る
と
は
云
わ
な

い
が
、
し
か
し
他

に
探

し

て
も
何

か
が
見

つ
か
る
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
。

(
註
)

御
船
預
り
と
は
、
八
丈
島
の
特
産
物

(黄
八
丈
)
を
上
納
す
る
た
め
に
、
御
船
と
呼

ば
れ
る
宮
船
を
預
け
ら
れ
、
八
丈
島
と
江
戸
の
間
を
運
行
し
た
責
任
者
の
こ
と
。
御
船

預
り
は
、
名
主
よ
り
も
地
位
が
高
く
収
入
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

五
'

.
そ
し
て
こ

こ
で
こ
の
島

に
流
さ
れ
た
仏
師

で
あ
る
民
部

に
つ
い
て
、
少

し
で

も
述
べ
な
け
れ
ば
こ
の
論
文
を
終
わ
り

に
す
る

こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。

仏
師

民
部

に

つ
い
て
は
、
資
料
も
少
な
く
そ
れ
も
確
か
な
も
の
で
な

い
た
め

に

、
こ
れ
か
ら
述
べ
る

こ
と

に
潤
し

て
は
、
今

ま

で
に
あ
る
本

の

「
ま
と

め
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
先

に
記
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
部

の
生
没
年

は
、

は

っ
き
り
し

て
い
な

い
が
、
宗
福
寺
に
あ
る
彼

の
作
品
、

釈
迦
如
来
像

の
木
札

に
、
元
禄

十
三
年

、
四
四
歳

と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
考

(註
)

え
る
と
明
暦
三

(
一
六
五
七
)
年

の
生
ま
れ
と
な
る
。
し
か
し
ま
た

『
一
蝶
流

謫

考
』

の
流

罪
取
調
べ
の
文
書

に
よ
る
と
、
元
禄

六

(
一
六
九
三
)
年

に
四
〇

歳

と
あ
る

の
で
、
承
応

三

(
一
六
五
四
)
年

と
も
考

え
ら
れ
る
。
民
部

は
共

に

流

さ
れ
た
多

賀
朝
湖

(英

一
蝶
)

よ
り
も

二
歳
年

下
で
あ
る
か
ら
、
朝
湖

の
生

年

承
応

元
年
か
ら
考
え
る
と
、
承
応
三
年

の
方

が
正

し
い
こ
と

に
な

る
。
し
か

し
如
来

橡

の
木
札

の
文
字

は
民
部

自
身

が
書

い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
ち

ら
も
ま
ち
が

い
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
ど

ち
ら
と
も

云
い
が
た
い
。
い
ず
れ

に
し

て
も
、
彼
が
流

さ
れ
た

の
は
四
〇
代

を
通
し
て
の
こ
と

だ

っ
た
の
で
あ

る
。

民
部
は
江
戸
元
禄

時
代

の
仏
師

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
時
代

が
示
す

よ
う
に
、

彼
自
身
相
当

な
遊
び
人

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
島
流

し
の
原
因

で
あ

っ
た
こ
と
ぐ

ら

い
は
容
易

に
想
像

で
き
る
。

(註
)

『
龍
渓

小
説
』

に
よ
る
と

仏
師

民
部

は
、
鎌
倉
仏
師

二
十

二
代
目
也

、
仏
師

の
名
人
な

り
し
ゆ

え
、
其

名
世

に
聞
ゆ
、
元
来
放
蕩
者

に
て
遊
芸
も
在

り
し
ゆ

え
、
貴
人

へ
も

立

交

り
、
権

家

の
贔
負

も
在

り
し
ゆ
え
、

一
と
廿
日
光
御
普
請

の
事

に
掛
り
、
此

事

に
付

同
じ
掛

り
合

の
者

を
、
謀

を
以

て
切
害

し
、
己

れ
は
解
死
人

に
な
ら

ず
、
江
戸
払

に
し
事

す
み
、
本
庄
松
平
伊
勢
守
殿

(
栄
翁
と
号
)
長
屋

に
遊

扇
と
改
名
し
、
三
年

か
く
れ
す
み
し
が
、
後

に

(
三
年

た
ち

て
)
石
町

に
住

居
せ
り

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
師
民
部

は
鎌
倉
仏
師

二
十

二
代
目

で
、
当

時
は

一
応
仏

師

の
名
人

と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し

か
な
り

の
放
蕩
者

で

毎

日
、
毎

日
を
遊
び
暮

し
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
す

で
に
人
を
切
害
し

て
罪

に
お
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わ
れ
て

い
た
こ
と
も
明
白

で
あ
る
。

民
部
が
島
送
り
に
な
る
と
同
時

に
、
彼

の
遊

び
仲
間

で
画
家

の

多

賀

朝

湖

(
別
名
英

一
蝶
)

と
村

田
半
兵
衛

も
同

じ
罪

に
と
わ

れ
て
島
送

り
と
な

っ
て
い

る
。
し
か
し
彼
ら
が

い
か
な
る
罪
に
よ

っ
て
、
遠
島
と

な

っ
た
の
か
と

い
う

こ

と

に
つ
い
て
は

い
ろ

い
ろ
な
説
が
あ

っ
て
定

ま
ら
ず
、

さ
ら
に
詳

し
い
こ
と

は

わ

か

っ
て
い
な

い
。

こ
こ
で

『
龍
渓
小
説
』
を
あ
る
ひ
と

つ
の
参

考
と
し
て
、
そ
の
原
因

に
つ
い

て
述
べ

て
み
た

い
。

彼

は
江
戸
払

い
の
間
遊
扇
と
改
名
し

て
、
本

庄
松
平

伊
勢

守

の

長

屋

に

住

み
、
そ

の
後
石
町

に
住

ん
で
い
た
。
そ
し

て
、
多

賀
朝
湖
と

の
交

わ
り
は
さ
ら

に
深

く
な

っ
て
い

っ
た
が
そ

の
時

二
人

は
百
人
男
と

い
う
百
人

一
首

に
似
た
歌

を

つ
く

っ
た
。
そ
の
内
容
と

い
う
の
は
、
公
儀
御
役
人
、
大
名
衆

、
歌
舞
伎

役

者

、
吉

原
の
遊
女
な
ど
人

々
が

よ
く
口
に
す

る
有
名
人

に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
書
き

つ
ら
ね

た
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
を
絵
師
和
翁
と

い
う
字

の
う
ま

い
者
が
清
書

し
て
世

間

へ
ば
ら

ま
き
、

は
じ

め
は
誰
が
作
者

で
あ
る
か
わ
か
ら

な
か

っ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局

三
人
と
も
召
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

取
り
調
べ
ら
れ
た
あ
げ

く
、
和
翁
宅

に
そ
れ
の
下
書
き
が
あ

っ
た

こ
と

に
よ
り

和

翁
は
死
罪
、
し
か
し
他

の
二
人

は
巧

み
に
嘘
を

つ
い
て
無
罪
と
な

っ
た
。

ま
た
さ
ら

に
そ

の
後
、
井
伊
伯

脅
守
家
督

を
遊
所

へ
そ
そ

の
か
し
た
り
、
月

見

の
歌
開
き
を
す
る
た
め
に
そ
こ

へ
呼

ん
だ
三
味
線

ひ
き
や
琵
琶
法
師
な
ど

に

合
計

三
百
両
も

の
大
金
を
伯
耆

守
に
使

わ
せ
た
こ
と

で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
人

々

の
噂
と
な
り
、
井
伊
家
重
役

の
耳
に
も
入

い
り
、
家

へ
の
出
入

り
を
と

め
ら
れ

た
。そ

し
て
次

に
本
庄
安
芸
守
を
ま
た
そ
そ

の
か
し
て
遊

所

へ
誘

い
、
茗
荷
屋

の

大
蔵

と
い
う
遊
女
を
安
芸
守

に
身
請
け
さ
せ
た
。
遊
扇

は
安
芸
守
よ

り
金

千
両

を
受
け
と
り
九
百
両

を
大
蔵
身
請

け
に
使

い
、
残
り
百
両
を
祝
儀
と
し
て
は
で

に
使

っ
て
し
ま

っ
た
。

な
ど
な
ど

『
龍
渓

小
説
』
に
よ
る
と
、
直
接

の
原
因

で
な

か

っ
た

に

し

て

も
、
貴
人
を
そ
そ

の
か
し
、
彼

ら
が
居

る
所

に
は
常

に
悪

い
遊
び

が

横

行

し

(註
)

た
。
ま
た
他

に
は
、
六
角

越
前

守

の
女
郎
身
請

け
と
か

『
江
戸
真
砂

六
十
帖

』

に
よ

る
と
、
同
じ
く
越
前
守

の
町
人
殺

し

で
あ
る
と
か
、
良

か
ら

ぬ
出
来
事
ば

か
り
お
こ
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

さ

ら
に

『
龍
渓

小
説
』
か
ら
引

い
て
み
る
と
以
上

の
よ
う
な
遊
び

の
後

に
、

彼

ら

(半
兵
衛
も
含
む
)
は
北
条
安
房
守

に
召
出

さ
れ
、
馬

が
物

を
云

っ
た
と

い
う
こ
と

を
笑

い
話
と

し
て
作
り
流
布
し
た
と

い
う
罪

に
よ

っ
て
、
ニ
ケ
月

ほ

ど
入
牢

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
ば
か
り
は
彼
ら
に
と

っ
て
身

に
覚

え
の
な

い
も

の
で
あ

っ
た
が
、
時

は
生
類
憐

み
の
令

の
時
代

で
あ

っ
た
。
し
か
し
三
入

と
も
病
気

と

い
つ
わ
り
出
牢

し
た
が
、
養
生
す

る
こ
と
も
な

い
ま
ま
に
酒

を
飲

み
、
吉

原

へ
芝
居

へ
と
遊
び
あ
る
い
て
い
た
た

め
に
、
と

う
と
う
三
人
と
も
再

び
捕
え
ら
れ
流
罪
を
申

し
付

け
ら

れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

上
記

の
こ
と
が
彼
ら
が
遠
島

に
な
る
ま
で
に
遊
び
呆
け

て
い
た

経

過

で

あ

る
。彼

ら
が
は
じ

め
て
入
牢
す
る

の
が
元
禄

六

(
一
六
九
三
)
年

で
あ

っ
て
、
流

罪

に
な
る

の
が
元
禄
十

一

(
一
六
九
八
)
年
十

二
月

で
あ

る
。
そ

し
て
約
十

二

年
間
、
民
部
、
半
兵
衛
は
八
丈
島

で
、
朝
湖

は
三
宅
島

で
流
入
生
活
を
送
り
、

赦
免
さ
れ

て
帰

っ
て
き
た

の
が
宝
永

六

(
一
七
〇
九
)
年

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

(註
)

以
上

『
龍
渓
小
説
』
を
含
む

『
一
蝶
流

謫
考
』

で
あ
る
が
、

『
墨
水
消
夏
録

巻

の
三
』

に
は
、
流
罪
期
間
は
、
元
禄
六
年

十

二
月

か
ら
宝
永

六
年
、
原
因

は

諸
大
名
方
奥
方

の
器
量
や
善
悪
や
食
物

の
好
み
に

つ
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
書

い

(註
)

た
百
人
女
藹

に
あ
る
と

い
う
。
ま
た

『
笏
庭
雑
録
』

に
よ
る
と

『
龍
渓
小
説
』
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や

『
江
戸
真
砂
帖

』
な
ど
に
書

い
て
あ
る
罪

を
ま

っ
こ
う
か
ら
否
定
し

て
い
る

が
、
理
由
は
書

い
て
い
な

い
。
そ
し
て
流
罪
期
間
も
、
元
禄

八

(
一
六
九
五
)

年
か
ら
宝
永

四
年

(
一
七
〇
七
)
年
赦
免

に
よ
る
と
し

て
い
る
。
宝
永

四
年

と

い
う

の
は
、

こ
の
著
者

の
家

の
日
記

に
宝
永

五
年

三
月
十

二
日

に
民
部

の
こ
と

が
書

い
て
あ
る
と

い
う
こ
と
に
よ
る
も

の
ら

し
い
。

民
部

が
帰

っ
て
き
て
か
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
ま
た

『
龍
渓
小
説
』
か
ら

引

く
が
、
紅
葉
山

御
用
仏
師
を
仰

せ

つ
け
ら

れ
御
細

工
所
頭

の
支

配

と

な

っ

て
、
吹

上
御
庭

観
音
堂

の
仏
像
を
彫
刻

し
た
と

い
う
。

没
年

は
は

っ
き
り
し
な

い
が
彼

が
帰

っ
て
き
た

の
が
五
〇
歳
を
少
し
す
ぎ
た

頃

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
十
年

間
ぐ
ら

い
は
江
戸

に
て
い
ろ

い
ろ
な
方
面

で

活

躍
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

『
江
戸
真
砂
帖
』

に
は
病

死
と
あ
る
。

ま
た
次

の
記
事

は
お
も

し
ろ

い
。

比
民
部

は
色
黒

に
て
菊
石
面
顔
也
、
頬
骨
高
く
痩
男
也
し
、
申

々
咄
相
手

に

お
も

し
ろ
く
愛
敬
坊
主
也
、
民
部
申
せ
し
は
、
八
丈
島

に
て
仏

と
い
う
も

の

を
見

れ
ば
、

で
く
の
坊

の
如
き
も

の
也
、
依
之
私

細
工
し
て
、
島

に
在

し
廿

年

の
聞
に
、
仏

五
百
躰
刻

み
て
、
仏
と

い
う
も

の
を
初

て
見
せ
、
島

に
残

し

置
候
、
此
功
徳

に
て
も
罪
障
は
滅
し
可
申
か
と
申
也

き
、

(龍
渓
小
説
)

こ
の
こ
と

か
ら
わ

か
る
よ
う

に
、
民
部

自
身

は
相
当

の
醜
男

で
あ

っ
た
ら

し

い
が
、

口
が
う

ま
く

か
な
り

の
自
信
家

で
あ

っ
た
と
み
え
る
。
た
し
か
に
八
丈

島

の
仏
像

は
だ

れ
が
見

て
も
、

で
く

の
坊

で
あ
る
が
、
し
か
し
ど

う
考

え
て
も

あ

の
島

に
仏

五
〇
〇
体
と

い
う

の
は
、
彼

の
口
か
ら
出

ま
か
せ
で
あ
ろ
う
。
仏

を

つ
く

っ
て
罪
が
す
べ

て
消
滅
す
る
と
し
た
ら
こ
れ
ほ
ど
楽

な
こ
と

は
な

い
。

さ

て
、
民
部

の
人
間
性

が
ど
う

で
あ
れ
彼
が
八
丈
島

に
残

し
て
き

た
仏
像

は

や

は
り
島

の
文
化

に
あ
る
種

の
は
な
や
か
さ
を
与

え
た
こ
と

だ
ろ

う
。

辱
民
部

は
八
丈
島

へ
行
く
途
中

、
三
宅
島

で
何

ケ
月

か
を

過
ご

し
、

こ
こ
で
も

仏
像
を
残
し

て
い
る
。
こ

の
像

は
満

願
寺
薬
師
堂

の
本
尊

で
薬
師
如
来
像

で
あ

る
。
高
さ
は
約
七
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
檜
材

の
寄
木
造

で
、
左
手
膝
上

で
薬

壺
を

の
せ
、
右
手

は
前

へ
さ

し
出

し
て
い
る
。
後
頭
部
矧
木

の
内
面

に
は
墨
書

で

「
元
禄
拾

弐
年

己
卯

二
月
廿

三
日

運
慶
弐
拾
五
代

大
仏
像
法
橋
民
部

四
拾

弐
歳
作

之
」

と
あ
る
。
ま
た
こ
の
像
内

に
は
仏
頭

一
個
が
あ
る
が
、
銘

記

に
よ
る
と
、
こ
の
古
像

が
大
破

し
た
の
で
復
興
像
と
し

て
民
部
が
新
し
く
造

っ

た
も

の
で
あ
る
。

(以
上
薬
師
如
来
像

に
つ
い
て
は
丸
尾
氏
調
査
報
告
を
ま
と

め
た
。)

さ
て
彼

は
同
年

三
月

に
は
八
丈
島

へ
着

い
た
ら
し

い
。
現
在
残

っ
て
い
る
資

料

を
も
と
に
彼

の
仏
像
制
作

に
つ
い
て
年
代
順

に
追

っ
て

い
く
ご
と
に
す

る
。

ま
ず
同
年
十

二
月
十

一
日

の
宗
福
寺
釈
迦
如
来

坐
像

。
す

で
に
前

に
述

べ
て

い
る
か
ら
そ

の
も

の
に
つ
い
て
語
る
必
要

は
な

い
。
こ
れ
に
は
民
部

の
名

は
記

さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
小
品

で
あ
る
が
小
さ
な

ノ
ミ
の
跡

と
い
う
特
徴

か
ら
見

て

彼

の
作
品

で
あ
ろ
う
。
八
丈
島

に
お
け
る
最

も
初
期

の
も

の
。

次

に
元
禄
十

三
年
四
月
十
九
日
運
慶
末
流

大
仏
師

民
部

と
あ

る
。
釈
迦
如
来

坐
像

で
あ
る
。

こ
れ
は
三
宅
島

の
薬
師

如
来
像

に
つ
い
で
大
き
な
も

の
で
、
本

島

に
現
存
す
る
像

の
う
ち
で
も

っ
と
も
仏
像
ら
し

い
仏
像

で
あ
る
。

そ
し

て
、
今

は
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
が
長
楽
寺

に
あ

っ
た
観
音
立
像
は
元
禄

十

四
年

の
作
品
。
今

あ
る
観
音
様

の
肩

ぐ
ら

い
の
大
き
さ

で
あ

っ
た
と

い
う
か

ら
約
七
〇

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
ぐ
ら
い

で
、
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
も

の
で
な

い
。

そ
れ
か
ら
三
年
後

の
宝
永

元
年

、
彼

が
牢

に
出

入
り
す

る
よ
う

に
な

っ
て
か

ら
十

一
年
、
島

へ
流

さ
れ
て
か
ら
六
年

の
後

に
、
民
部

の
母
が
江
戸

で
亡
く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら

一
周
忌

に
あ
た
る
宝
永

二
年

に
つ
く

っ
た

の
が
小
さ
な

誕
生
釈
迦
仏

で
あ
る
。
こ
れ
は
色

が

つ
い
て
お
ら
ず
今
は
茶
色

の
光
沢
を
見
せ

て
い
る
。
小
さ
な

ノ
ミ
の
跡
が
も

っ
と
も
顕
著

に
現
わ
れ

て
、
素

朴

で
純
粋

な
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か
ん
じ
淋
す
る
。
釈
迦
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
人

形
の
よ
う

で
あ
る
。

彼

は
母

の
死
が
相
当

こ
た
え
た

の
か
、

こ
れ
と
全

く
同

じ
も
の
が
長
楽
寺

に

も

あ

っ
た
と

い
う
。

し
か
し
、

こ
れ
も
観
音
像
と
と
も
に
焼
失

し
て

い
る
。
彼

が
島

へ
来

て
か
ら
七
年
、

五
〇
歳
を
目

の
前

に
し

て
孤
島

で
彼
が
見
た
も
の
は

一
体

な
ん
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
同
年

三
月

に
宗
福
寺
関
係
者

の
肖
像
彫
刻
四
体
を
残
す
、
四
体

と
も

ま
と
ま

っ
た
良

い
も
の
で
細

か
く
、
仏
像
と

は
ま
た
ち
が

っ
た
出
来

上
が
り
を

示

し
て
い
る
。

-

さ
ら

に
も

う

一
体

、
大
賀
郷

・
玉
置
清
太
郎
氏
蔵

で
阿
弥
陀
如
来
坐
像
が
あ

る
。
木
造

で
定

印
を
結
び
丸
尾
氏

に
よ
る
と
銘
記
な
ど
は
知
ら
れ

て
い
な

い
が

総
合
的

に
見

て
民
部

作

で
あ
る
ら
し
い
。

以
上
、
現
存
す
る
も

の
と
過
去

に
お
い
て
は

っ
き

り
と

し
て
い
る
も

の
を
含

め
て
計
十

二
体
が
あ
る
。
彼

の
云
う
五
〇
〇
体

と
い
う
の
は
少

々
オ
ー
バ
ー

で

あ

る
に
し

て
も
、
今

以
上

の
数
は
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う

。

こ
こ
で
彼

の
作
品
を
見
な
が
ら

「
大
仏
師

民
部
」

に
つ
い
て
少

々
の
批
判
を

加

え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

丸
尾
氏

は
述
べ

て
い
る
。

・
肖
像
と
仏
像
と

い
ず
れ
が
民
部

の
正
体
と

い
う
か
民
部
彼
自
身

で
あ

る
か
と

い
う
と
、

こ
の
肖
像

一
群

の
方

に
お

い
て
民
部

を
見

た
く
な
る
。
こ
う
い

っ

て
し
ま
え
ば

「
人
形
」

の
よ
う
な
細
工
物

細
工
物
と

し
た
も

の
に
民
部

の
価

値

を
認

め
た
い
。

蓄
さ

に
そ

の
通

り
で
あ
る
。
自
称
運
慶

二
十
五
代
大
仏
師

民
部

は
仏
師

に
あ
ら

ず
、
単
な

る
彫
刻
家

で
あ

っ
た
。
時

は
江
戸
元
禄

も

っ
と
も
華

や
か
で
堕
落

し

た
時
代

に
お
い
て
、
仏
像

に
は
す

で
に
新
し

い
気

運
の
必
要

は
全

く
な

く
、
惰

性

と
し
て
続

い
た
仏
教

に
と

っ
て
飾
り
と
し

て
の
存
在

し
か
与

え
ら

れ
な

か

っ

た
の
だ
。
彼
が
云
う

「
八
丈
島
に

て
仏

と

い
う
も

の
を
見

れ
ば
、

で
く

の
坊

の

如
き
も

の
也
」
と
。
よ

っ
て
彼

は
細
工
し
て
五
百
体
を
島

に
置

い
て
き
た

の
で

あ

る
。
交
通
不
便
な
、
そ
し
て
現
代
と
ち
が

っ
て
情
報

の
少

い
孤
島

に
お
い
て

は
、
江
戸

か
ら
来
た
少

々
技

術
を
身
に

つ
け
て

い
た
者

は
、
そ

れ
が
本
物

で
な

か

っ
た
に
し
て
も
、
目
立

つ
存

在
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
.、
民
部

に
か
ぎ
ら
ず

流
人

の
中

で
知
識
を
持

っ
て
い
た
者
は
、
そ
の
気

に
さ
え
な
れ
ば
だ

れ
だ

っ
て

中
心
者
と
な

る
こ
と
が
、

こ
の
島

に
お

い
て
は
許

さ
れ
て

い
た
の
で
あ

る
。

仏
師
民
部

は
、
鎌
倉
仏
師

二
十

二
代
目
也
。
仏

師

の
名
入
な

り
し
ゆ
え
、
其

名
世

に
聞
ゆ
。

彼

は
江
戸

に
お
い
て
有
名

で
あ

っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
有
名

と
は
仏
師

の
名
人

で
あ

っ
た
か
ら
有
名

で
あ

っ
た
の
か
、

こ
れ
は
方
便

で
あ
る
。
彼

が
有
名

で
あ

っ
た
の
は
遊

び
人

と
し
て
で
あ

り
、
仏
師
と

い
う

の
は
単

な
る
仕
事

上
の
名

で

あ

っ
た
に
す
ぎ

な
い
。
と
思
わ
れ
る
。
遊
び
人
と
し

て
有
名

で
あ

っ
た
者

が
こ

の
辺
地
に
お

い
て
技
術

を
も

っ
て
し
て
花
を
咲
か
せ
る

こ
と
が

で
き
た
の
で
あ

る
。
仏
師
と
し
て
の
民
部
を
見

る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、

こ
の
遠
島
生
活

は
あ
る

意
味
に
お

い
て
良

い
経
験

で
あ

っ
た
と

い

っ
て
も
過
言

で
は
な

い
だ
ろ
う
。

江
戸
時

代
に
お

い
て
仏
師

と
は

一
体
な

ん
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
民
部

を
見

て
い
る
と

こ
う

い
う
疑

問
を
抱

か
な

い
わ
け

に
は
い
か
な

く
な
る
。
仏
教

へ
の

も

っ
と
も
身
近
か
な
掛

け
橋

が
仏
像

で
あ

る
の
な
ら
そ

の
仏
像
を

つ
く
る
仏
師

は
よ
り
熱

心
な
仏
教
徒

で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず

で
あ

る
。
し
か
し
仏
像

が

単
な
る
美

術

で
あ

っ
た
な
ら
、
そ

こ
に
は
彫
刻
家
と
し

て
の
意
識
が
あ
り
さ
え

す
れ
ば
よ

い
。
現
在
私

た
ち
は
そ

れ
を
美
術
と

し
て
見
る

こ
と

の
方

が
多

い
。

し

か
し
江
戸
時

代

の
人

間
た
ち
は
隠

れ
キ
リ
シ
タ
ン
で
も
な

い
か
ぎ
り
仏
教
徒

で
あ
る

の
だ
し
、
そ
れ
を
美
術

と
し
て
見

る
こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。
す

で
に
細

工
物
と
し

て
の
彫
刻
が

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
時
代

で

は

あ

る
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が
、
仏
師
と

い
う

の
は
彫
刻
家

の
代
名
詞

で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
遊
び
人
、
放

蕩
者

で
あ
る
民
部

に
と

っ
て
遠
島
十

二
年

の
経
験

は
、
苦
し

い
が
ひ
と

つ
の
方
向
付

け

へ
の
良

い
出
来
事

で
は
な

か

っ
た

の
か
。

そ
う

い

っ
た
意
味

で
赦

免
さ
れ
て
か
ら
の
仏
像

を
見

る
こ
と
が

で
き
な

い
の
は

残
念

で
あ
る
。
ひ
と

つ
だ
け
許

さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
水
汲
女

な
か
、
子

供
た
ち
と
な
か
の
弟
夫
妻
を
も
引
き
連
れ

て
帰

っ
た
と

い
う

こ
と

で

あ
る
。
彼

の
目
は
今

ま
で
と

は
ち
が

っ
た
別
な
方

へ
と
向
け
ら
れ

て
い
た
に
ち

が

い
な

い
。

(
註
)

『
一
蝶
流
齢調
考
』、
『黒
轟水
融們
百
録
』、
『江
』尸
真
砂
六
十
帖
』、
罵
均
亠庭
雑
録
』
は

そ
れ
ぞ
れ
参
考
文
献
に
の
せ
る
。
ま
た

『龍
溪
小
説
』
は
小
宮
山
杢
之
進
の
著
で

コ

蝶
流
請
考
』
よ
り
転
載
し
た
。

六
以
上
、
八
丈
島

の
主
な
仏
像

に
つ
い
て
報

告
し
ま
た
民
部

に

つ
い
て
述
べ
た

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
を
単

な
る
報
告

書
と
し
な
い
た
め
に
若
千

の
書
き
加

え
を

行
い

た
い
b

当
然

の
こ
と

で
あ
る
が
、
八
丈
島

の
仏
像

に
美
術
史
的
価
値
を
見

い
出
す

こ

と
は

で
き
な
か

っ
た
。

こ
の
島

に
あ
る
も
の
は
文
化

の
申
心
地

か
ら
風
に
よ

っ

て
送
ら
れ
た
塵

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ

は
こ
の
島

に
か
ぎ
ノっ
た

'こ
と

で
は
な
く
、
地
方
に
お
い
て
は
あ
た
り
前

の
こ
と
と
云
え
る
だ
ろ
う
。
不

思
議
な

こ
と
に
、

こ
ん
な
島

に
お
い
て
も
仏
像
は
存
在
し

て
い
た
。
な
ぜ
存

在

し
た

の
か
。
必
要

で
あ

っ
た
の
か
。
自
然
と
内
地

か
ら
伝
え
ら
れ
る
べ
く
し
て

や
ち

て
き
た
も
の
な
の
か
。

、

私

は
初
め
こ

の
島

の
仏
像

に
美
術
史
的
価
値
を
求
め
る
よ
り
も
、
島

民
た
ち

渉
仏
像

に
寄

せ
る
心
に
価
値
を
見

い
出

し
た

い
と
思

っ
た
。
美
術
史
的
価
値
を

こ
の
島
の
仏
像

に
求

め
る
こ
と

は
そ
も
そ
も
無
理
な

こ
と

で
、
第

三
者

の
目
を

通
し
て

こ
れ
ら
を
見

つ
め
る
こ
と

は
は
じ

め
か
ら
出
来

な

い
と
思

っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
八
丈
島

に
生
き
て
い
る
人

々
は
他
な
ら

ぬ
彼
ら
自
身

で
あ
り
、
そ

の
当

時

の
人

々
ば
そ
れ
な
り
の
生
活

に
応

じ
て
仏
像
を
見

て
き
た
か
ら
だ
。
そ
れ
に

対
し

て
現
代
人

の
、
他

国

の
人

が
決

め
る
美
術
史

の
価
値
と
は
全
く
そ
れ

こ
そ

価
値

の
な

い
関
係

の
な
い
も

の
な

の
で
あ

る
。
彼
ら

に
は
彼
ら

の
生

活

が

あ

り
、
仏
像

が
あ

っ
た
の
だ
。

人

間
と
は
苦

し
け
れ
ば
苦

し
い
ほ
ど
何

か
に
す
が
ろ
う
と
す
る
。
生
活
条
件

の
き
び
し
い
島

民
た
ち

は
何

か
に
す
が
ら
な
け
れ
ば
生
き

て
い
け
な
い
の
は
当

然

で
あ
ろ
う
。
そ
の
信

じ
る
べ
き
も

の
が
、
た
だ
偶
然

に
も
仏
教

で
あ

っ
た
だ

け

の
こ
と

な
の
だ
。
彼
ら

に
と

っ
て
の
価
値
と
は

こ
の
島

の
生
活

に
お
け

る
価

値

な
の
で
あ

る
。

初

め
て
の
仏
師
ら
し

い
仏
師

民
部

の
像

は
、
こ
の
島

に
と

っ
て
確

か
に
画
期

的
な
も

の
で
あ

P
た
。
仏
を
彫
る
文
化
人

の
到
来

で
あ

る
。
ま
ち
が

い
の
な

い

し

っ
か
り
と
し
た

ノ
ミ
の
動
き
に
人

々
は
感

心
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
本

物

の
仏
像

で
あ
る
。
よ
り
深
く
仏
像

に
陶
酔

し
た
に
ち
が

い
な

い
。

し

か
し
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
私

の
勝
手
な
思

い
ち
が

い
で
あ
る
と
気
付

か
ず

に
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら

こ
の
島

に
あ
る

い
い
か
げ
ん
な
仏
豫

を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ

。
た
し
か
に
彼
ら

の
信
じ
る
べ
き
宗
教

は
仏
教

で
あ

っ
た
け
れ
ど
、
こ

の
島

に
は
変
わ

っ
た
風
俗
、
習
慣
が
多

く
存

在
し
た
。
そ
れ

ら
は
う
ま
く
共
存

し
て
き

た
の
だ
し
、
冖
共
存
さ
せ

て
ぎ
た

の
は
彼

ら
自
身
な

の

で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
を
信
じ

て
き
た

こ
と
は
確
か

で
あ

っ
た
け
れ
ど

、
こ
の

絶
海

の
孤
島

の
生
活

は
熱
心
な
仏
教
徒

に
な
る
よ
り
も
、
さ
ら
に
き
び

し
い
も

の
だ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
食
べ

て
行
く
た
め

の
生
活

の
方

が
彼

ら
に
と

っ
て

は
よ
り
重
要
な
も

の
で
、.

仏
像
を
拝
む
乏

い
う
行
為

は
そ
の
次

の
ご

と

だ

っ
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た
。

い
く
ら
生
活
条
件
が
き
び
し

い
も

の
だ
か
ら
と
云

っ
て
、
真

に
頼

る
べ

き

も

の
は
仏
教

で
は
な
く
、
彼
ら
自
身

の
肉
体
と
力

で
あ

っ
た

の
だ
。
そ
れ
は
あ

く
ま

で
も
余
裕

が
出
来

た
時

に
は
じ
め
て
彼
ら

の
心

に
入
る

こ
と
が

で
き
た
の

だ
。だ

か
ら
仏
像

は
、
た
だ
そ
れ
ら

し
く
あ

り
さ
え
す
れ
ば
良

い
。
も
と
も
と
日

本
入
と
は
偶
像
崇
拝

の
好
き
な
民
族

で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
信
じ

る

も

の

に

は
、
あ
く
ま

で
も
そ

の
対
象

と
な
る
具
体
的
な
も

の
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
そ

れ
が
本
物

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
彼
ら

の
目

で
見

た
時

に
そ
れ
ら
し
く
写

れ
ば
そ
れ

で
よ

い
の
だ
。
単

に
仏
教

と
い
う
よ
り
も
、
そ

れ
は
彼
ら

の
宗
教
な

の
で
あ
る
。

江
戸

の
生
活
を
知

っ
て
い
る
流
人
、
本
来

の
生
活

で
は
な

い
こ
の
島

で
暮
す

流
人

た
ち

は
別
と
し

て
も
と

の
島

の
住
人

た
ち
に
と

っ
て
は
、
仏
像
と
は
結
局

偶
然

の
偶
像
崇
拝

の
対
象

で
あ

っ
た

に
す
ぎ
な

い
の
だ
。
外

に
対

し
て
は

オ
ー

プ

ン
で
み

っ
た
島
民
た
ち
は
あ
る
ひ
と

つ
の
情
報

と
し
て
仏
教
を
受
け
入
れ
た

の
で
は
な

い
の
だ

ろ
う

か
。

こ
の
島

の
仏
像

と

い
う
の
は
、
す
べ

て
そ
う

い

っ

た
島

民
た
ち
分
意
識

の
上

に
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

八
丈
小
島

の
脇
を
通

っ
.て
東
京

へ
と
向
う
船

の
上
か
ら
見
た
八
丈
島

は
だ
ん

だ
ん
と
小

さ
く
な

り
、

た
し
か
に
孤
島

へ
と
姿
を
変
え
て

い

っ
た
。

さ
さ

や
か
な

あ
と

が
き

よ
う
や

く
長

い
論
文
を
終
わ
り

に
す
る

こ
と
が

で
き
た
が
、

な
に
し
ろ
参
考

資
料

が
全

く
な

い
た
め
、
か
な
り
独
断
と
偏
見

に
満
ち
た
内
容

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
あ
る
程
度
丸
尾
氏

に
影
響
さ

れ
た
面
も
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
も
の
は

あ
く
ま

で
も
参
考
に
す
ぎ

な
い
と
思

っ
て
い
る
。

主
な
も
の
は
全
部
や

っ
た
つ
も
り

で
あ
る
が
、
個
人

蔵
の
も
の
は
、
そ
の
人

の
家
を
探
す

の
も
む
ず
か
し
か

っ
た
し
、
お

っ
く
う
さ
も
手
伝

っ
て
あ
ま
り
調

べ
る

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た

の
が
残
念

で
あ

る
。
し
か
し
、
完
全

に
交
通
不
便

な

こ
の
島
を
自
分

の
足

で
歩

い
て
調
べ
る
こ
と
は
、

し
ん
ど

か

っ
た
が
結
果
的

に
は
充
実

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も

、
あ

の
島

の
住
人

た
ち

は
本

当

に
親
切

で
気
や
す
く
応

じ
て
く
れ
た
人
ば

か
り
で
気
が
楽

で
あ

っ
た
。
心

の

底

か
ら
あ
り
が
と
う
。

な

お
末
吉
地
区

は
特

に
記
す
べ
き
も

の
が
な
か

っ
た
の

で
は
ぶ

い
た
。

で
は

こ
れ
に
て
。

年
積

月
十
五
日

参

考

文

献

○
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告

東
京
都
教
育
委
員
会

第

一
分
冊

「三
宅
御
蔵
島
の
彫
刻
」

第
三
分
冊

「八
丈
島
の
彫
刻
調
査
報
告
」

丸
尾
彰
三
郎

な
お
次
の
像
に
関
し
て
載
せ
た
古
文
は
こ
れ
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

宗
福
寺

・
霊
感
像
、
釈
迦
如
来
像
二
体
、
大
日
如
来
像

長
楽
寺

・
観
音
立
像
、
観
音
立
像

(民
部
作
)

大
御
堂

・
銅
造
阿
弥
陀
三
尊
像
、
木
造
阿
弥
陀
三
尊
像

〇
八
丈
島
誌

八
丈
島
八
丈
町
教
育
委
員
会

〇
八
丈
島
流
人
銘
々
伝

葛
西
重
雄

・
吉
田
貫
三
第

一
書
房

○
伊
豆
七
島
と
小
笠
原

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
ス
編
集
部

○
目
本
の
彫
刻

久
野

健

吉
川
弘
文
館

○
目
本
随
筆
大
成

第
四
巻

目
本
随
筆
大
成
刊
行
会

「笏
庭
雑
録
」

喜
多
村
信
節

○
燕
石
十
種
第

一

国
書
刊
行
会

「墨
水
消
夏
録
巻
の
三
」

蘭
洲
東
秋
飆

「江
戸
真
砂
六
十
帖
巻
の
二
」

江
戸
真
砂

○
続
燕
石
十
種
第

一

国
書
刊
行
会

「
一
蝶
流
謫
考
」

凉
仙
老
樵
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