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神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
　
　
薄
井
　
和
男

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
の
薄
井
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
講
演
と
い
う
こ
と

で
、
お
話
を
さ
せ
て
頂
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
に
立
派
な
会
場
で
、
な
か
な
か
、
上
手
い
話
が
出
来
ま
す
か
ど
う
か
、
不
安
な
と

こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
こ
の
度
の
總
持
寺
様
の
展
覧
会
実
行
委
員
と
し
て
加
え
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ご
縁
も
ご

ざ
い
ま
し
て
、
今
日
は
、
お
話
を
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
ご
紹
介
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
曹
洞
宗
の
仏
教
美

術
に
関
し
て
は
、
さ
ほ
ど
詳
し
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
は
、
後
か
ら
質
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
あ
ま
り
突
っ
込
ま
れ
た

質
問
を
さ
れ
る
と
困
る
な
」
と
い
う
風
に
、
最
初
か
ら
ち
ょ
っ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ず
っ
と
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
ま
し
て
、
仏
像
彫
刻
を
中
心
と
し
た
調
査
研
究
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
か
な
り

多
く
の
県
内
・
県
外
の
、
お
寺
等
の
悉
皆
調
査
等
を
長
年
に
わ
た
っ
て
、
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
曹
洞
宗
の
お
寺
も

大
変
多
く
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
お
寺
の
仏
像
調
査
等
も
ず
っ
と
さ
せ
て
頂
い
て
き
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
ず
っ
と
調
査
を
し
て

き
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
曹
洞
宗
の
仏
像
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
調
査
と
し
て
の
成
果
は
上
が
っ
て
は
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
、
曹
洞
宗
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
お
い
て
、
全
国
的

に
広
く
展
開
を
し
、
大
変
多
く
の
お
寺
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像
彫
刻
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
禅
宗
と
い
う

部
分
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
ん
で
す
が
、
種
類
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
ん
で
す
。
曹
洞
宗
の
お
寺
に
入
り
ま
す
と
、ご
本
堂
が
あ
り
、

中
に
は
当
然
、
ご
本
尊
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
大
体
、
お
釈
迦
さ
ん
が
本
尊
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
近
世
以
降
の
も
の
で
す
と
、
多
く
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は
釈
迦
三
尊
と
い
う
こ
と
で
、
釈
迦
如
来
と
文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
、
多
く
は
、
文
殊
菩
薩
が
獅
子
に
乗
っ
て
、
普
賢
菩
薩
が
象
に
乗
っ
て

い
る
、
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
多
い
で
す
。
そ
の
釈
迦
を
中
心
と
す
る
三
尊
仏
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
両
側
に
は
、
禅
の
祖
で
あ
り
ま

す
達
磨
大
師
と
、
伽
藍
を
守
る
大
権
菩
薩
と
い
う
伽
藍
神
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
曹
洞
宗
の
本
堂
の
中
の
一
般
的
な
形
態
で
す
。
そ

れ
に
付
随
し
て
、
多
少
細
か
い
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
全
体
に
共
通
し
て
は
、
こ
れ
が
基
本
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
本
堂
の
裏
手
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
位
牌
堂
、
大
き
い
お
寺
で
言
い
ま
す
と
開
山
堂
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
、
承

陽
大
師
、
常
済
大
師
、
一
般
的
に
は
道
元
さ
ん
、
そ
し
て
瑩
山
さ
ん
と
い
う
、
お
二
人
の
高
僧
像
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
ス
そ
の
お
寺
の

開
山
像
と
い
っ
た
も
の
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
般
的
な
形
で
、
私
も
曹
洞
宗
の
お
寺
と
言
い
ま
す
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
あ

り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
最
近
に
な
り
ま
し
て
、
曹
洞
宗
の
、
特
に
古
い
お
寺
で
す
ね
、
道
元
さ
ん
か
ら
瑩
山
さ
ん
に
至
る
間
に
創
建
さ
れ
た
お
寺

の
調
査
が
随
時
、断
片
的
に
で
す
が
、次
第
次
第
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、そ
こ
か
ら
色
々
な
成
果
が
上
が
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
分
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
ご
本
尊
は
三
世
仏
と
い
う
仏
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
世
仏

と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
さ
ん
と
、
阿
弥
陀
さ
ん
と
、
弥
勒
さ
ん
と
い
う
三
像
で
す
。
こ
れ
は
「
三
世
」
で
す
か
ら
、
過
去
・
現
在
・
未
来

を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
三
尊
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
曹
洞
宗
だ
け
で
な
く
、
臨
済
宗
で
も
三
世
仏
を
祀
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
か
ら
の
伝
統
で
す
。
鎌
倉
で
す
と
、
五
山
の
一
つ
、
浄
智
寺
が
三
世
仏
を
祀
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
瑩
山
禅
師
の
お
開
き
に
な
り
ま
し
た
、
洞
谷
山
永
光
寺
、
こ
れ
も
大
変
に
有
名
な
お
寺
で
す
が
、
永
光
寺
は
ご
本
尊
が

お
釈
迦
さ
ん
で
す
が
、
こ
れ
に
、
観
音
さ
ん
と
虚
空
蔵
さ
ん
が
両
脇
に
祀
ら
れ
て
い
る
形
態
に
な
り
ま
す
。
普
通
は
、
お
釈
迦
さ
ん
で
す

と
、
脇
侍
は
文
殊
・
普
賢
と
い
う
の
が
基
本
形
な
の
で
す
が
、
永
光
寺
で
は
、
釈
迦
・
観
音
・
虚
空
蔵
と
い
う
祀
り
方
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
い
わ
ゆ
る
『
華
厳
経
』
の
教
義
、
華
厳
思
想
の
中
に
お
い
て
、
毘
盧
遮
那
仏
を
そ
の
中
心
仏
と
考
え
る
考
え
方
、
こ
れ
は
奈
良
の

東
大
寺
が
そ
う
い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
際
に
は
、
両
脇
侍
が
観
音
菩
薩
と
虚
空
蔵
菩
薩
に
な
る
ん
で
す
ね
。
ま
さ
に
こ
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の
永
光
寺
の
三
尊
仏
の
祀
り
方
と
い
う
の
は
、
毘
盧
遮
那
仏
と
お
釈
迦
さ
ん
が
同
体
で
あ
る
と
い
う
、
華
厳
教
義
の
考
え
方
の
上
に
立
っ

て
安
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
護
国
の
寺
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
思
想
の
も
と
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
曹
洞
宗
の
古
い
時
期
の
お
像
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
祀
ら
れ
方
と
は
少
し
違
っ

て
い
る
よ
う
な
所
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
し
、
そ
れ
が
む
し
ろ
本
来
の
形
態
な
の
だ
ろ
う
と
、
今
日
、
分
か
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
中
で
、
特
に
北
陸
地
方
の
曹
洞
宗
の
古
い
お
寺
の
中
か
ら
、
大
変
に
古
い
作
品
と
い
う
の
が
、
次
第
に
紹
介
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
は
、
大
変
に
重
要
な
も
の
が
あ
っ
て
、
本
来
的
な
曹
洞
宗
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
尊
像
形
態
と
い
う
の
が
、
よ

り
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
状
況
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
そ
の
中
で
、
と
く
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
二
つ
の
像
で
す
。
こ
れ
は
、
今
般
の
展
覧
会
に
も
出
陳
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す
か
ら
、
間
近
で
ご
覧
頂
い
た
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
間
近
で
調
査
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、

こ
れ
ら
を
、
そ
の
代
表
と
い
う
こ
と
で
、
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
正
面
に
写
真
が
映
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
能
登
の
總
持
寺
祖
院
の
観
音
菩
薩
の
坐
像
で
す
。
こ
の
像
は
輪
島
市
の
指
定
文

化
財
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、總
持
寺
の
祖
院
は
、明
治
時
代
の
火
災
を
契
機
に
こ
ち
ら
の
鶴
見
に
移
転
す
る
以
前
に
、

本
来
總
持
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
お
寺
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
創
建
に
関
し
ま
し
て
は
、
有
名
な
『
観
音
堂
縁
起
』
と
い
う
縁
起
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
總
持
寺
は
元
々
が
、
能
登
の
こ
の
地
に
あ
っ
た
諸
岳
観
音
堂
と
い
う
お
堂
が
前
身
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
瑩
山

禅
師
が
、
定
賢
権
律
師
と
い
う
方
か
ら
寺
領
な
ど
を
譲
り
受
け
て
、
そ
し
て
總
持
寺
が
創
建
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
由
来
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
前
身
で
あ
る
諸
岳
観
音
堂
が
元
々
は
、
行
基
菩
薩
が
開
創
し
た
密
教
の
古
刹
で
あ
っ
た
と
も
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
諸
岳
観
音
堂
の
ご
本
尊
で
あ
っ
た
お
像
、
こ
の
像
こ
そ
が
、
現
在
、
總
持
寺
祖
院
の
観
音
堂
に
祀
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
總
持
寺
祖
院
の
慈
雲
閣
と
い
う
観
音
堂
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
ご
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
観
音
像
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
て
お
り
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ま
す
。
こ
れ
が
そ
の
像
で
、今
回
の
展
覧
会
に
も
出
陳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
像
は
、展
覧
会
で
は
白
衣
観
音
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
て
、

平
素
は
秘
仏
で
す
。
像
高
が
三
〇
・
七
糎
と
大
変
小
ぶ
り
な
お
像
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
が
お
像
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

う
や
っ
て
見
ま
す
と
立
派
な
お
像
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
、
像
高
で
三
〇
・
七
糎
と
大
変
小
ぶ
り
な
お
像
で
す
。
頭
部
に
宝
髻
を
結
い
、
天

冠
台
を
表
わ
し
、
そ
し
て
宝
冠
を
被
っ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
な
お
像
の
よ
う
に
、
白
毫
相
を
額
の
中
央
に
あ
ら
わ
し
ま
し
て
、
着
衣
は

衲
衣
を
着
け
て
、
定
印
を
結
ん
で
結
跏
趺
坐
を
す
る
と
い
う
形
で
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

制
作
方
法
は
、
寄
木
造
で
眼
に
は
玉
眼
を
嵌
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
像
の
構
造
は
、
頭
と
体
部
を
通
し
て
基
本
的
に
は
前
後
矧
ぎ
で
作

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
寄
木
で
あ
り
ま
し
て
、
三
道
下
、
首
の
下
で
割
首
と
い
っ
て
、
割
り
離
し
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
脚
部
に
横
材

を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
、
一
般
的
な
木
寄
木
に
な
る
も
の
で
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
が
観
音
像
か
ら
永
光
寺
の
三
尊
像
に
変
わ
っ
て
）こ
れ
は
、永
光
寺
の
ご
本
尊
で
す
ね
。
こ
の
像
は
、先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、

観
音
と
虚
空
蔵
を
両
脇
侍
に
従
え
て
い
る
三
尊
形
式
の
お
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
後
ほ
ど
お
話
を
致
し
ま
す
。

今
、
見
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
像
（
祖
院
の
観
音
像
）
の
造
形
的
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
ち
ょ
っ
と
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
造

形
で
す
ね
。
体
つ
き
も
ち
ょ
っ
と
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
か
た
ち
に
特
徴
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
衣
の
ひ
だ
は
や
や
大
ぶ
り
で
、
う
ね
る

よ
う
な
形
を
し
て
お
り
ま
す
。
後
ほ
ど
お
見
せ
し
ま
す
が
、
お
像
の
中
も
ち
ょ
っ
と
構
造
が
変
わ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
お
像
の
真
ん
中
の

所
に
束
を
立
て
て
、
お
像
の
中
心
部
を
支
え
る
像
心
束
と
い
う
繋
ぐ
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
こ
と
も
特
徴
で
す
が
、
こ
の
像
は
、
一
見
し

て
造
形
的
な
面
、
あ
る
い
は
構
造
的
な
面
に
大
変
特
徴
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
特
徴
と
は
、
中
世
の
彫
刻
の
中
で
、
同
じ
よ
う
な
特
徴
を

持
っ
た
一
群
が
あ
り
ま
し
て
、こ
れ
が
、大
体
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
か
ら
南
北
朝
時
代
、室
町
初
期
く
ら
い
ま
で
の
お
像
の
中
で
、

院
派
仏
師
と
い
う
一
団
が
作
っ
た
お
像
に
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
お
像
に
つ
い
て
も
、
確
実
な
銘
は
な
い
の
で

す
が
、
特
徴
か
ら
見
て
院
派
の
仏
師
の
作
例
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

院
派
仏
師
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
か
ら
、
顕
著
な
活
躍
が
、
関
東
あ
る
い
は
中
央
に
お
い
て
も
、
見
ら
れ
る
の
で
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す
が
、
そ
の
中
で
、
特
に
足
利
将
軍
家
の
お
抱
え
仏
師
に
な
り
ま
し
た
、
院
広
と
そ
の
親
で
あ
る
院
吉
と
い
う
親
子
仏
師
が
お
り
ま
す
。

こ
の
仏
師
の
作
り
ま
し
た
作
品
と
い
う
の
が
、
こ
の
お
像
と
大
変
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
が
院
広
の
作
っ
た
代
表
的
な
お
像
で
す
が
、
観

応
三
年
（
一
三
五
二
）
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
静
岡
県
の
奥
山
方
広
寺
の
釈
迦
三
尊
像
で
す
。
方
広
寺
は
臨
済
宗
方
広
寺
派
の
本
山
で

す
。
こ
れ
と
大
変
よ
く
形
が
似
て
い
る
こ
と
が
、
写
真
を
見
た
だ
け
で
も
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
こ
の
手
の
作
風
を

引
く
お
像
で
あ
る
こ
と
が
、
一
見
し
て
分
か
る
わ
け
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
大
き
さ
が
だ
い
ぶ
違
う
の
で
す
が
、
こ
う
や
っ

て
見
ま
す
と
、
そ
っ
く
り
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
院
広
周
辺
の
仏
師
が
作
り
ま
し
た
作
風
を
引
く
お
像
と
い
う
の
は
、
こ
の

時
代
、
十
四
世
紀
の
半
ば
に
な
り
ま
す
が
、
全
国
的
に
大
流
行
致
し
ま
す
。
足
利
将
軍
家
の
作
り
ま
し
た
、
京
都
の
等
持
院
と
い
う
尊
氏

の
菩
提
寺
の
ご
本
尊
な
ど
も
、
院
派
仏
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
良
く
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
院
派
仏
師
の
作
品
と
い
う
の
は
、
臨
済
宗
あ
る
い
は
律
宗
系
の
お
寺
に
数
多
く
残
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
初
期
の
う
ち
か
ら
、
院
派
仏
師
の
作
品
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
次
第
に
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

一
つ
前
に
見
ま
し
た
永
光
寺
の
三
尊
仏
も
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
院
派
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
瑩
山
禅
師

の
『
洞
谷
記
』
の
中
に
、
永
光
寺
の
ご
本
尊
の
う
ち
の
観
音
菩
薩
は
、
院
派
仏
師
の
駿
河
法
眼
定
審
と
い
う
仏
師
が
父
親
の
十
三
回
忌
の

菩
提
の
た
め
に
作
っ
た
と
い
う
旨
の
記
録
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
定
審
と
い
う
仏
師
は
、「
院
」
の
字
が
付

か
な
い
の
で
す
が
、院
派
仏
師
の
一
人
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
、横
浜
市
金
沢
区
に
あ
り
ま
す
称
名
寺
の
釈
迦
如
来
像
を
院
派
仏
師
が
作
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
も
（
定
審
の
）
名
前
が
出
て
く
る
た
め
、
院
派
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
永
光

寺
の
最
初
の
ご
本
尊
を
院
派
仏
師
が
作
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
分
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
臨
済
宗
あ
る
い
は
律
宗
の
他

に
も
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
院
派
仏
師
と
い
う
も
の
が
、
初
期
の
段
階
か
ら
、
そ
の
造
仏
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
次
第
に
分

か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
能
登
地
方
の
曹
洞
宗
寺
院
の
お
像
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
院
派
の
息
の
か
か
っ
た
も
の
と
い
う
の
が
、
散
見
す

る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
臨
済
宗
だ
け
で
な
く
、院
派
と
曹
洞
宗
の
結
び
つ
き
と
い
う
の
は
、大
変
強
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く
、
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間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
永
平
寺
の
三
世
仏
に
つ
い
て
も
、
時
代
に
ば
ら
つ
き
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
の
二
体
に
つ
い

て
は
、
完
全
に
院
派
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

こ
の
作
品
の
、
箱
形
の
特
徴
的
な
ず
ん
ぐ
り
し
た
造
形
と
い
う
の
が
、
お
分
か
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）

横
か
ら
み
ま
す
と
、
体
奥
は
あ
ま
り
深
く
な
い
で
す
ね
。
鎌
倉
時
代
の
前
半
の
像
の
よ
う
な
体
奥
の
深
さ
と
い
う
の
は
、
さ
ほ
ど
は
あ
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ご
ろ
り
ん
と
し
た
印
象
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
背
面
で
す
。
背
面
も
衣
文
が
大
ぶ
り

で
あ
り
ま
し
て
、余
り
細
か
く
な
い
こ
と
が
お
分
か
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）面
側
で
す
。
顔
も
や
や
四
角
っ

ぽ
い
と
い
う
か
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
像
底
で
す
。
像
底
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
部

分
に
ご
ざ
い
ま
す
の
が
、
像
心
束
で
す
。
こ
れ
が
、
こ
の
時
期
の
院
派
仏
師
の
作
品
に
顕
著
に
表
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
体
の
前

面
材
と
背
面
材
を
束
の
よ
う
な
雇
枘
で
も
っ
て
結
び
つ
け
る
、
こ
う
い
う
や
り
方
も
、
こ
の
時
期
の
院
派
仏
師
の
特
色
で
、
我
々
彫
刻
を

や
っ
て
い
る
者
は
、
だ
い
た
い
ひ
っ
く
り
返
し
ま
し
て
、
こ
の
形
を
見
ま
す
と
、「
あ
、
院
派
だ
な
」
と
分
か
る
の
で
す
け
れ
ど
、
祖
院

の
観
音
さ
ん
も
、
典
型
的
な
院
派
の
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
そ
れ
で
は
、
本
日
の
も
う
一
つ
の
重
要
像
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
、
永
光
寺
の
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
木

像
で
す
。
こ
の
像
は
、
や
は
り
道
元
禅
師
か
ら
瑩
山
禅
師
に
至
る
、
曹
洞
宗
の
ご
く
初
期
の
造
像
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
非
常
に
古
手
の
像

と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
一
般
的
に
、
頂
相
彫
刻
と
呼
ば
れ
る
、
禅
僧
の
肖
像
彫
刻
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
臨
済
宗
に
お
い
て
も
、

大
変
数
多
く
の
お
像
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
永
光
寺
の
瑩
山
さ
ん
の
お
像
と
い
う
の
は
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
頂
相
彫
刻
の
傑
作
の
一

つ
と
申
し
上
げ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
禅
宗
に
は
師
匠
か
ら
弟
子
に
付
法
す
る
際
の
証
と
し
て
、
頂
相
画
が
授
け
ら
れ
る
と
い
う
伝
統
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
椅
子
に
坐
り
、
法
衣
を
前
に
垂
ら
し
た
全
身
像
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
そ
っ

く
り
彫
刻
に
し
た
も
の
が
頂
相
彫
刻
と
い
う
こ
と
で
す
。
頂
相
彫
刻
は
、
禅
宗
寺
院
の
仏
殿
、
あ
る
い
は
、
禅
宗
寺
院
の
寺
院
内
寺
院
で

あ
る
塔
頭
・
子
院
に
も
よ
く
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
多
く
は
そ
の
お
寺
の
開
山
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
祖
師
に
あ
た
る
も
の
、
あ
る
い
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は
そ
れ
ぞ
れ
の
派
祖
の
僧
侶
の
お
像
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
数
多
く
の
頂
相
彫
刻
が
作
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
永

光
寺
に
お
い
て
は
、
頂
相
彫
刻
が
、
法
堂
の
裏
手
に
伝
灯
院
と
い
う
開
山
堂
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
中
に
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
。（
伝

灯
院
に
は
像
が
）
大
量
に
祀
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
道
元
禅
師
も
当
然
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
以
外
に
も
、
歴
代
の
高
僧
、
お
祖

師
さ
ん
の
類
が
ま
と
め
て
安
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
瑩
山
禅
師
の
像
は
、
開
山
像
で
す
が
、
群
像
の
中
で
も
、
最
も
優
れ
た

お
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
横
へ
振
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
お
堂
の
中
に
安
置
さ

れ
て
い
る
状
況
で
す
。
形
は
一
般
的
な
頂
相
彫
刻
の
典
型
を
し
て
お
り
ま
す
。

頂
相
彫
刻
と
い
う
の
は
、
特
に
、
頭
部
の
写
実
に
大
き
な
力
点
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
生
前
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
写

し
て
い
る
、
中
に
は
寿
像
と
言
っ
て
、
生
き
て
お
ら
れ
る
う
ち
に
制
作
さ
れ
る
例
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ

れ
が
像
の
像
底
で
す
が
、
や
は
り
、
雇
枘
と
い
っ
て
寄
木
造
り
で
作
ら
れ
て
い
る
体
の
前
面
材
と
背
面
材
を
、
そ
れ
ぞ
れ
枘
を
出
し
ま
し

て
、
中
央
で
く
っ
つ
け
る
や
り
方
で
制
作
し
て
い
る
所
に
特
徴
が
ご
ざ
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
の
部
分
で
す
が
、
前
材

と
後
材
か
ら
束
を
出
し
ま
し
て
、
こ
れ
を
中
央
で
緊
結
す
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。
こ
れ
が
首
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
体
部
が
完
全
に

内
刳
り
で
丁
寧
に
空
洞
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
は
、
裾
の
部
分
に
あ
り
ま
す
銘
で
し
て
、
こ
の
銘
に

よ
り
ま
し
て
、
こ
の
お
像
が
、
瑩
山
禅
師
の
お
像
で
、（
瑩
山
禅
師
が
）
亡
く
な
っ
た
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
に
、
永
光
寺
二
祖
の
明

峰
素
哲
禅
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
お
像
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
変
リ
ア
ル
に
出
来
て
い
る
真
影
と
言

い
ま
す
か
、
生
写
し
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
作
ら
れ
た
お
像
で
あ
る
こ
と
が
、
歴
然
と
こ
の
お
像
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
の
お
像
と
同
時
期
、同
様
な
構
造
の
お
像
を
見
て
み
ま
す
と
、た
と
え
ば
、そ
の
中
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
、

建
長
寺
の
塔
頭
で
あ
り
ま
す
正
統
院
に
祀
ら
れ
て
い
る
高
峰
顕
日
の
頂
相
彫
刻
は
、
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
作
ら
れ
た
寿
像
で
、
院

派
仏
師
の
院
恵
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
お
像
は
、
瑩
山
禅
師
の
お
像
と
同
じ
よ
う
な
時
期
に
、
同
じ
よ
う
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な
仏
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
ち
ら
は
瑩
山
禅

師
の
上
半
身
の
ア
ッ
プ
で
す
が
、
頭
部
の
大
変
リ
ア
ル
な
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
写
真
で
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
左
耳
の
後
ろ
に
は
、
疣

が
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
大
変
に
リ
ア
ル
な
真
影
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
て
い
る
お
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
は
同
じ
よ
う
な
位
置
か
ら
見
た
高
峰
顕
日
の
お
像
で
す
が
、
や
は
り
大
変
に
迫
真
的
な
造
形
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
は
瑩
山
禅
師
で
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
今
度
は
高
峰
顕
日
で
す
け

れ
ど
、
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
、
写
し
方
な
ど
で
違
っ
て
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
瑩
山
禅
師
の
お
像
も
、
正
直
な
と
こ
ろ
、

高
峰
顕
日
像
と
負
け
る
こ
と
な
く
、
と
言
い
ま
す
か
、
大
変
に
リ
ア
ル
な
印
象
を
も
っ
た
お
像
で
あ
る
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま

す
。（

ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
は
、
伝
灯
院
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
峨
山
禅
師
の
お
像
で
す
。
こ
の
お
像
は
、
瑩
山
禅
師
の
お
像
と

比
べ
る
と
、
表
現
が
観
念
的
と
言
い
ま
す
か
、
理
想
化
が
入
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
体
部
の
造
形
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
頭
部
の
表
現
な
ど
に
は
っ
き
り
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
頭
部
、
面
貌
に
は
多
少
、
表
現
を
理
想
化
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら

れ
、
そ
れ
が
、
作
ら
れ
た
の
が
少
し
時
代
が
下
が
る
か
と
考
え
ら
れ
る
原
因
で
あ
り
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
が
変
わ
っ
て
）
こ
れ
も
同
様
に
、

伝
灯
院
の
中
の
一
体
で
す
。
明
峰
素
哲
禅
師
の
木
像
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
像
も
や
は
り
、
や
や
理
想
化
の
見
ら
れ
る
作
品
で
、

頭
部
を
見
ま
す
と
、
生
写
し
と
言
う
よ
り
は
、
写
実
プ
ラ
ス
理
想
化
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
お
寺
の
一
つ
の
お
堂
の
中
の
お
像
で
比
べ
ま
し
て
も
、
お
像
の
制
作
時
期
の
前
後
が
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
、
中
で

も
瑩
山
禅
師
の
お
像
が
古
く
、曹
洞
宗
を
代
表
す
る
お
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
二
つ
の
お
像
の
特
徴
に
つ
い
て
ご
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。


