
定
さ
れ
る
、と
し
て
い
ま
す
。先
述
し
た
布

施
塚
の
石
塔
も
広
常
の
供
養
塔
、と
す
る

伝
承
が
あ
る
一
方
で
、
別
人（
藤
原
景
清
）

と
す
る
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

報
告
書
で
は
、
12
〜
13
世
紀
の
居
館
の

発
掘
事
例
か
ら
、
広
常
の
居
城
は
台
地
上

で
は
な
く
、
低
地
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
実
際

発
掘
調
査
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、今
後
に
期
待
と
し
て
い
ま
す
。

本
報
告
書
は
30
年
前
の
も
の
で
す
が
、

そ
の
後
発
掘
調
査
を
含
め
、
学
術
調
査
は

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
時
か
ら
研
究

は
あ
ま
り
進
展
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、

江
戸
時
代
の
地
誌
な
ど
で
は
、
特
に
こ
の

布
施
地
区
を
広
常
居
城
跡
と
し
て
有
力
視

し
て
お
り
、
広
常
伝
承
が
強
く
息
づ
い
て

い
た
地
域
で
あ
り
、
地
元
の
人
々
に
と
っ

て
の「
郷
土
の
誇
り
」と
し
て
大
切
に
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

（
学
芸
員　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課
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さ
て
、
大
河
ド
ラ
マ
も
い
よ
い
よ
佳
境

に
入
り
、
本
コ
ラ
ム
も
あ
と
５
回
で
最
終

回
を
迎
え
ま
す
。
今
回
か
ら
は
、
東
上
総

に
お
け
る
広
常
の
居
城
跡
と
伝
わ
る
主
な

場
所
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
一
か
所
目
は
い
す
み
市
下
布
施
の

布
施
殿
台
城
跡
で
す
。
い
す
み
市
は
東
上

総
地
域
に
お
い
て
特
に
広
常
に
ま
つ
わ
る

伝
承
が
多
い
地
域
と
な
り
ま
す
。

「
布
施
」の
地
名
は
、
広
常
の
冥め

い

福ふ
く

を
祈

る
た
め
に
、
広
常
の
一
族
に「
布
施
料
」

と
し
て
与
え
ら
れ
た
土
地
、
と
い
う
由
来

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
城
跡
の
近
く
に
は
、
広
常
の

子
で
あ
る
岳
太
郎
が
溺
死
し
た
と
伝
わ
る

「
岳
太
郎
淵
」、
そ
の
菩
提
を
と
む
ら
う
た

め
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う「
小こ

児じ

守も
り

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

」も
所
在
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、尾
骨
橋
、布
施
塚
の
石
塔
な

ど
伝
承
が
残
る
場
所
が
多
く
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
伝
承
が
あ
る
一
方

で
、
平
成
４
年（
１
９
９
２
）大
原
町（
当

時
）が
委
託
し
て
実
施
さ
れ
た
調
査
の
報

告
書「
大
原
町
布
施
城
址
所
在
調
査
報
告

書
」に
よ
れ
ば
、布
施
殿
台
城
跡
は
戦
国
時

代
の
城
跡
で
、
城
主
と
し
て
狩
野
氏
が
想

町
長
室
か
ら
こ
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に
ち
は

町
長
室
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こ
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先
日
、
千
葉
日
報
の「
忙
人
寸
語
」（
９
月

24
日
）に
、
心
引
か
れ
る
記
事
が
載
っ
て
い

ま
し
た
。「
忙
人
寸
語
」は
、
朝
日
新
聞
な
ら

「
天
声
人
語
」に
あ
た
る
、記
者
の
方
の
短
い

エ
ッ
セ
イ
の
欄
で
す
。そ
れ
は
、「
県
内
の
と

あ
る
門
前
町
で
、「
千
葉
の
本
あ
り
ま
す
」と

い
う
張
り
紙
を
目
に
し
た
。
町
並
み
に
溶
け

込
ん
だ
古
い
書
店
。
興
味
を
そ
そ
ら
れ
店
に

入
る
と
、
約
40
年
前
に
地
元
の
郷
土
史
研
究

会
が
発
刊
し
た
本
が
あ
っ
た
。」と
は
じ
ま

る
、
町
の
本
屋
さ
ん
の
魅
力
と
底
力
の
強
さ

を
語
っ
た
素
敵
な
一
文
で
し
た
。

町
も
お
店
の
名
前
も
明
記
し
て
あ
り
ま
せ

ん
が
、
一
宮
町
の
方
で
あ
っ
た
ら
、
直
ち
に

一
宮
の
、
玉
前
神
社
門
前
の
三
芳
堂
さ
ん
の

こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
記
者
の
方
が
見
つ

け
ら
れ
た
の
は
、『
ふ
る
さ
と
』と
い
う
、
一

宮
の
歴
史
に
つ
い
て
の
本
で
し
ょ
う
。
記
者

の
方
は
、「
地
元
作
家
の
著
作
も
あ
る
ら
し

く
、
郷
土
の
文
化
発
信
地
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
実
感
し
た
」と
記
し
、「
老
舗
店
で

は
郷
土
の
本
と
の
思
わ
ぬ
出
合
い
が
あ
る
の

も
醍
醐
味
だ
」と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ

た
く
し
は
、
こ
の
記
者
の
方
の
感
想
に
ま
っ

た
く
同
感
で
す
。

三
芳
堂
さ
ん
に
は
、
店
頭
の
張
り
紙
ど
お

り
、
地
元
長
生
・
一
宮
関
係
の
本
の
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
、
わ
た
く
し
も
以
前
か
ら
沢
山

購
入
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
古
い
絵
図
の

復
刻
版
や
写
真
集
な
ど
も
あ
り
、
記
事
に
も

あ
る
と
お
り
、伺
う
た
び
に〝
わ
く
わ
く
感
〞

を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
、多
く
の
方
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、

大
規
模
古
本
店
な
ど
で
本
を
購
入
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
た
く

し
は
、
地
元
に
地
域
密
着
の
意
識
を
明
確
に

持
っ
た
書
店
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
本
当
に

大
き
な
宝
物
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
屋
さ

ん
と
い
う
の
は
、
単
に
お
店
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
て
、
小
さ
い
な
が
ら
、
地
域
文
化
の

発
信
セ
ン
タ
ー
な
の
で
す
。
わ
た
く
し
は
、

茂
原
で
は
残
念
な
が
ら
消
滅
し
て
し
ま
っ

た
町
の
本
屋
さ
ん
が
、
一
宮
で
は
な
お
も
力

強
く
存
続
し
て
頂
い
て
い
る
こ
と
に
、
強
い

誇
り
を
感
じ
ま
す
。

ネ
ッ
ト
の
台
頭
や
活
字
離
れ
で
、
全
国
的

に
消
滅
し
つ
つ
あ
る「
町
中
の
本
屋
さ
ん
」。

多
く
の
皆
さ
ん
、
特
に
小
学
校
・
中
学
校
・

高
校
の
若
い
皆
さ
ん
が
、「
町
中
の
本
屋
さ

ん
」に
お
も
む
き
、
本
の
手
触
り
を
感
じ
つ

つ
、
そ
こ
に
し
か
な
い
特
別
な
香
気
を
感
じ

る
機
会
を
持
た
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
願
っ

て
い
ま
す
。
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　「
上か

ず

総さ

広ひ
ろ

常つ
ね

の
実
像
を
探
る
（
19
）」


