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や
き

　

路
傍
や
寺
社
の
境
内
、

墓
地
な
ど
で
石
造
物
を
見

掛
け
る
こ
と
が
あ
り
、
石

塔
正
面
に
彫
ら
れ
た
仏
像

や
側
面
に
刻
ま
れ
た
文
字

か
ら
造
立
の
い
わ
れ
な
ど

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

庚
申
さ
ま
と
呼
ば
れ
る

「
庚こ

う

申し
ん

塔と
う

」
は
江
戸
時
代
、

村
や
集
落
ご
と
の
講
中
な

ど
で
建
て
た
も
の
が
旧
八

日
市
場
市
域
で
１
４
０
基

ほ
ど
確
認
で
き
ま
す
。　

　

60
日
ご
と
に
回
っ
て
く
る
庚
申
の
日
に
講

仲
間
の
家
を
順
番
で
ヤ
ド
（
宿
）
と
し
、
庚

申
さ
ま
の
掛
け
軸
を
つ
る
し
、
飲
食
な
ど
で

夜
通
し
過
ご
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
１
９
７
０

（
昭
和
45
）
年
ご
ろ
ま
で
は
庚
申
講
が
続
け

ら
れ
て
い
た
地
区
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
堀
川

西
・
吉
祥
院
に
は
掛
け
軸
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

江
戸
時
代
の
庚
申
年
は
１
６
８
０
（
延
宝

８
）年
、
１
７
４
０
年（
元
文
５
）年
、
１
８

０
０
（
寛
政
12
）
年
、
１
８
６
０
（
万
延
元
）

年
が
当
た
り
、
１
７
０
０
年
代
に
入
っ
て
造

塔
が
増
え
ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
庚
申
塔
は
、
上
谷
中
・
新

宿
の
総
武
本
線
の
線
路
脇
に
あ
り
、
正
面
上

部
に
青し

ょ
う

面め
ん

金こ
ん

剛ご
う

を
表
す
梵ぼ

ん

字じ

（
種し

ゅ

字じ

）、
そ

の
下
に
「
奉
る
庚
申
待
ち
、
二に

世せ
い

安あ
ん

楽ら
く

の
所

な
り
」、
左
右
に
「
延
宝
八
庚
申
天
十
一
月

五
日
、
谷
中
村
中
」と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

上
谷
中
村
が
成
立
し
て
数
十
年
経
過
し
て

も
旧
村
名
の
「
谷
中
村
」
が
使
わ
れ
、
籠
部

田
と
の
村
境
を
示
す
場
所
に
庚
申
塔
を
ま
つ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

東
谷
区
に
も「
東
谷
村　

安
養
寺　

同
行

三
十
人
」
と
刻
ま
れ
た
同
型
の
塔
が
あ
り
、

同
時
に
発
注
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
２
基
を
含
め
１
６
８
０
年
に
建
て
ら
れ

た
４
基
が
市
内
最
古
の
庚
申
塔
で

す
。

　

多
様
な
種
類
の
石
造
物
の
中
で

庚
申
塔
が
最
も
多
く
、
市
内
南
部

の
真
言
宗
寺
院
の
あ
る
地
域
に
建

て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
蓮

宗
寺
院
の
多
い
北
部
地
域
で
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
ず
、「
題
目
塔
」
が

多
い
の
も
市
内
の
分
布
状
況
の
特

徴
と
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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10
月
は
、
だ
ん
だ
ん
と
気
温
が
下
が
り
、

秋
の
気
配
が
深
ま
る
季
節
で
す
。
気
候
が
良

く
、
晴
れ
間
が
多
い
こ
の
月
は
、
各
地
で
ス

ポ
ー
ツ
大
会
や
お
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が

数
多
く
行
わ
れ
ま
す
。
本
市
で
も
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
皆
さ

ん
、
ぜ
ひ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
！

　

さ
て
、
本
市
が
文
春
新
書
か
ら
２
０
０
９

年
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
「
日
本
の
珍
地
名
」

（
竹
内
正
浩
著
）
の
中
で
、
難
読
・
誤
読
地

名
番
付
・
東
の
横
綱
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ

と
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
本
で

紹
介
さ
れ
て
か
ら
15
年
、
改
め
て
難
読
地
名

を
検
索
し
て
み
ま
す
と
全
国
の
さ
ま
ざ
ま
な

地
名
が
上
が
り
、
難
読
地
名
の
両
横
綱
で
あ

っ
た
「
匝
瑳
市
」
と
「
宍し

粟そ
う

市
」
を
破
る
自
治

体
（
一
位
に
な
っ
た
の
は
長
野
県
東と

う

御み

市
で

し
た
）
が
現
れ
る
な
ど
15
年
の
歳
月
で
難
読

地
名
か
い
わ
い
に
も
変
化
の
兆
し
が
現
れ
て

い
ま
す
。「
読
め
な
い
、
書
け
な
い
、
ど
こ

に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
で
は
、
市
の
イ

メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
や
ブ
ラ
ン
ド
力
低
下
を
招
く

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
難
読
地
名
を
逆
手
に

取
り
な
が
ら
知
名
度
を
上
げ
る
た
め
に
行
っ

て
き
た
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の
出
展
と
い
っ

た
地
道
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や
、
全
国

に
先
駆
け
た
「
脱
炭
素
先
行
地
域
」
な
ど
の

取
り
組
み
が
知
名
度
向
上
に
つ
な
が
っ
た
も

の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
知
名
度
向
上
を
移
住
・
定
住
に
つ
な

げ
る
た
め
、
現
在
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
活
動
に
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
よ
る
地
域

の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
」「
移

住
者
・
定
住

者
の
増
加
」

「
地
元
住
民

の
愛
着
意
識
の
形
成
」
な
ど
を
目
標
と
し
て

行
わ
れ
る
も
の
で
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」
を
使
っ

た
広
報
活
動
、
名
産
品
や
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ

プ
の
展
開
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
向
け
た
プ
レ

ス
リ
リ
ー
ス
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
、
地
域
資
源

を
生
か
し
た
体
験
型
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
や
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で

す
。
こ
の
他
に
も
、
住
居
の
購
入
費
や
改
修

費
の
補
助
、
起
業
支
援
や
子
育
て
支
援
策
な

ど
の
移
住
者
の
確
保
を
メ
イ
ン
に
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
も
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
の
一
環
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
り

組
み
を
通
し
て
地
域
の
活
性
化
お
よ
び
経
済

的
な
安
定
を
目
指
し
、
匝
瑳
市
を
将
来
に
わ

た
っ
て
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
こ
の
活
動
の

最
終
的
な
目
的
で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
え
ば
知

り
た
い
情
報
が
す
ぐ
に
見
つ
か
る
時
代
、
口

コ
ミ
情
報
も
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
活

性
化
に
は
、
今
後
ま
す
ま
す
匝
瑳
市
に
暮
ら

し
て
い
る
人
の
生
の
声
、
口
コ
ミ
が
重
要
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
難
読
地
名

を
逆
手
に
取
っ
た
よ
う
に
前
向
き
に
プ
ラ

ス
思
考
の
言
葉
で
情
報
を
広
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
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