
試
論
で
あ
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
︒

一　

石
工
銘
の
あ
る
平
塚
市
域
の
石
造
物
の
石
材

　

平
塚
の
石
仏
を
調
べ
る
会
編
﹃
平
塚
の
石
仏
﹄
に
は
︑
石
造
物
の
写
真
・
ス
ケ
ッ
チ
・

所
在
・
刻
銘
・
形
態
な
ど
と
と
も
に
︑
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
石
材
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る 

︒
そ
こ
で
平
塚
市
域
の
石
造
物
の
石
材
に
注
目
し
て
︑
石
材
ご
と
に
石
材

と
石
工
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い 

︒

　
　

１　

安
山
岩

　

近
世
平
塚
市
域
の
石
造
物
に
み
ら
れ
る
安
山
岩
は
︑
小
松
石
・
根
府
川
石
と
い
っ
た

相
模
湾
西
部
地
域
か
ら
産
出
さ
れ
る
石
材
で
あ
る
︒
小
松
石
は
緻
密
な
複
輝
石
安
山
岩

で
︑
真
鶴
町
岩
お
よ
び
真
鶴
か
ら
採
石
さ
れ
る
︒
東
海
道
線
北
側
の
口
開
丁
場
付
近
を

小
松
原
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
︑
近
世
初
期
に
小
松
石
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
︒

根
府
川
石
は
小
田
原
市
根
府
川
か
ら
米
神
に
か
け
て
分
布
し
︑
滑
ら
か
に
弯
曲
し
た
板

状
節
理
で
割
れ
た
自
然
面
が
特
徴
の
複
輝
石
安
山
岩
で
あ
る
︒

　

平
塚
市
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
安
山
岩
の
石
造
物
の
う
ち
︑
石
工
の
居
住
地
を
記
し
た

も
の
は
︑
現
在
消
失
し
た
も
の
も
含
め
て
一
六
基
で
あ
る
︻
図
１
︼
︒
こ
れ
ら
の
内
訳
を

み
る
と
︑
大
磯
︵
大
磯
町
︶
・
岩
村
︵
真
鶴
町
︶
・
吉
浜
︵
湯
河
原
町
︶
・
馬
入
︵
平
塚
市
︶
・

近
世
平
塚
周
辺
の
石
工
と
石
材
流
通︱

石
工
銘
と
石
材
に
よ
る
試
論

は
じ
め
に

　

平
塚
市
域
に
は
現
在
︑
消
失
し
た
も
の
も
含
め
︑
紀
年
銘
の
あ
る
近
世
石
造
物
が
八

七
〇
基
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
造
立
さ
れ
た
の
か
は
︑

石
材
流
通
を
含
め
て
明
ら
か
で
は
な
い
︒
相
模
の
石
仏
を
俯
瞰
し
た
松
村
雄
介
の
研
究

は
宗
教
家
の
手
に
よ
る
石
仏
に
つ
い
て
は
詳
し
い
が
︑
地
域
の
石
工
に
つ
い
て
は
石
材

ご
と
に
産
地
の
状
況
の
概
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
る 
︒
ま
た
︑
相
模
で
活
動
し
た
信
州
高

遠
石
工
や
七
沢
石
工
に
つ
い
て
は
鈴
村
茂
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
が
︑
彼
ら
以
外
を

含
む
地
域
の
石
工
の
傾
向
や
石
材
流
通
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い 
︒
さ
ら
に
︑
秋
池

武
は
関
東
地
方
に
お
け
る
墓
石
の
石
材
分
布
か
ら
石
材
流
通
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
た

が
︑
当
該
地
域
を
対
象
と
し
た
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
の
研
究
で
は
な
い 
︒

　

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
平
塚
周
辺
に
所
在
す
る
近
世
石
仏
に
刻
ま
れ
た
石
工
銘
と
石
材

を
手
が
か
り
に
︑
石
工
の
活
動
と
石
材
流
通
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
︒
あ
わ
せ
て
︑

主
な
石
工
と
そ
の
作
品
を
紹
介
す
る
︒

　

た
だ
︑
調
査
報
告
書
類
で
確
認
で
き
る
石
工
銘
の
あ
る
近
世
石
造
物
は
︑
平
塚
市
・

伊
勢
原
市
・
秦
野
市
・
厚
木
市
・
大
磯
町
域
を
含
め
て
一
三
四
基
に
す
ぎ
な
い
︻
表
１
︼ 

︒

平
塚
市
域
で
は
わ
ず
か
三
二
基
で
あ
る
︒
石
工
銘
の
あ
る
石
造
物
は
︑
ご
く
例
外
的
な

存
在
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
平
塚
市
周
辺
の
近
世
石
工
に
関
す
る
古
文
書
類
も
︑
管
見
の

限
り
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い 

︒
そ
の
た
め
︑
考
察
は
限
ら
れ
た
石
造
物
を
素
材
と
し
た

分
析
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
︑
本
稿
は
今
後
の
研
究
に
向
け
た
考
え
方
・
素
材
の
提
示
︑



住
し
て
石
造
物
の
造
立
︑
指
導
に
あ
た
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒

　

そ
の
ほ
か
︑
平
塚
市
域
に
は
刻
銘
の
あ
る
花
崗
岩
の
近
世
石
造
物
が
一
基
あ
る
︒
こ

れ
は
御
影
石
の
鳥
居
で
大
坂
の
石
工
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︵
後
述
︶
︒

　
　
３　

平
塚
市
所
在
石
造
物
の
石
材
別
分
布

　

石
工
銘
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
︑
安
山
岩
・
凝
灰
岩
そ
れ
ぞ
れ
の
近
世
石
造
物
は
平
塚

市
域
に
ど
の
よ
う
に
分
布
・
所
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

石
材
が
安
山
岩
と
確
認
さ
れ
る
石
造
物
は
三
〇
八
基
で
あ
る
︵
消
失
物
も
含
む
︶
︒
こ

れ
ら
の
分
布
比
率
を
み
る
と
︑
平
塚
宿
・
平
塚
新
宿
・
須
賀
・
馬
入
・
八
幡
・
四
之
宮
・

神
田
︵
大
神
・
田
村
︶
の
相
模
湾
・
相
模
川
沿
い
の
地
域
が
四
八
％
を
占
め
る
こ
と
が

注
目
で
き
る
︻
図
３
︼
︒
こ
の
比
率
は
︑
次
に
み
る
凝
灰
岩
の
石
造
物
の
分
布
比
率
と
比

較
す
れ
ば
︑
安
山
岩
の
石
造
物
の
多
さ
を
相
模
湾
・
相
模
川
沿
い
の
地
域
的
特
徴
と
し

て
示
す
も
の
と
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
実
数
と
し
て
も
︑
こ
の
地
域
の
安
山
岩
石

造
物
は
一
四
八
基
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
凝
灰
岩
石
造
物
は
五
七
基
で
あ
り
︑
安
山
岩

が
優
勢
で
あ
る
︒
ま
た
︑
土
沢
・
旭
の
市
域
南
西
部
域
も
一
定
の
比
率
を
占
め
る
一
方

で
︑
金
目
・
金
田
・
岡
崎
・
城
島
・
豊
田
と
い
っ
た
市
域
内
陸
部
・
北
西
部
に
は
少
な

中
里
︵
二
宮
町
︶
・
今
宿
︵
茅
个
崎
市
︶
と
い
っ
た
相
模
湾
岸
に
多
い
傾
向
が
う
か
が
え

る
︒
な
か
で
も
︑
大
磯
に
多
い
こ
と
︑
岩
村
・
吉
浜
と
い
っ
た
石
材
の
産
出
地
の
石
工

が
み
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
で
き
る
︒

 　
　
　

２　

凝
灰
岩

　

近
世
平
塚
市
域
の
石
造
物
に
み
ら
れ
る
凝
灰
岩
は
︑
厚
木
市
七
沢
の
鐘
个
嶽
東
麓
か

ら
産
出
す
る
七
沢
石
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
清
川
村
金
翅
の
煤
个
谷
石
や

伊
勢
原
市
日
向
・
上
粕
屋
の
日
向
石
も
岩
石
学
的
に
は
極
め
て
類
似
し
︑
識
別
は
困
難

で
あ
る
︒
一
般
に
繊
細
な
彫
を
施
す
地
蔵
や
観
音
に
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
庶
民
の

石
材
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
た
︒
た
だ
し
︑
風
化
し
や
す
く
摩
耗
・
剥
離
・
崩
壊
に
よ

り
銘
文
が
不
分
明
と
な
る
も
の
が
多
い
︒

　

平
塚
市
域
に
お
け
る
凝
灰
岩
の
石
造
物
の
う
ち
︑
石
工
の
居
住
地
を
記
し
た
も
の
は

現
在
消
失
し
た
も
の
も
含
め
て
七
基
で
あ
り
︑
信
州
・
七
沢
が
み
ら
れ
る
︒
︻
図
２
︼
︒

信
州
の
石
工
と
は
信
濃
国
伊
那
郡
高
遠
領
︵
長
野
県
伊
那
市
︶
を
拠
点
に
出
稼
ぎ
に
来

た
高
遠
石
工
の
こ
と
で
あ
る
︒
高
遠
石
工
は
一
七
世
紀
半
ば
以
降
に
出
稼
ぎ
な
ど
で
全

国
的
に
活
動
を
展
開
し 

︑
相
模
国
で
は
七
沢
や
煤
个
谷
︑
日
向
に
出
稼
ぎ
︑
逗
留
︑
移



沢
石
を
中
心
に
み
る
と
︑
伊
勢
原
台
地
や
相
模
川
流
域
で
は
こ
の
石
材
へ
の
依
存
度
が

高
く
︑
相
模
湾
や
江
戸
湾
に
向
か
う
に
従
っ
て
下
が
り
︑
こ
れ
に
か
わ
っ
て
西
湘
～
伊

豆
石
材
へ
の
依
存
率
が
上
が
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
秋
池
武
の
指
摘
と
符
合
す
る 

︒

　

二　

石
工
居
住
地
・
石
材
分
布
か
ら
考
え
る
石
材
流
通

　
　

１　

市
町
別
石
工
居
住
地
傾
向

　

前
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
︑
次
に
平
塚
市
・
大
磯
町
・
秦
野
市
・
厚
木
市
に
所
在

す
る
石
工
銘
の
確
認
で
き
る
近
世
石
造
物
に
つ
い
て
︑
市
町
別
に
石
造
物
の
石
工
居
住

地
の
傾
向
を
み
て
い
き
た
い
︒
な
お
︑
こ
れ
ら
の
市
町
を
取
り
上
げ
る
の
は
︑
平
塚
市

の
周
辺
地
域
で
あ
り
︑
調
査
報
告
書
類
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
︒
ま
た
︑
本
章
で

は
石
工
の
分
類
と
し
て
便
宜
的
に
﹁
相
模
湾
岸
系
﹂
と
﹁
内
陸
系
﹂
と
い
う
名
称
を
用

い
る
︒
相
模
湾
岸
系
と
は
相
模
湾
岸
に
居
住
す
る
石
工
で
︑
前
章
の
検
討
か
ら
安
山
岩

を
使
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
内
陸
系
と
は
七
沢
・
日
向
・
煤
个
谷
に
住
む
石
工
で
高

遠
石
工
も
含
み
︑
凝
灰
岩
を
使
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
使
用
石
材
に
つ
い
て
断
言
で

き
な
い
の
は
︑
平
塚
市
以
外
の
調
査
報
告
書
類
に
石
材
の
記
録
が
な
い
た
め
で
あ
る
︒

よ
り
精
確
な
分
析
の
た
め
に
は
改
め
て
石
材
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
︒

　
　

︵
１
︶
平
塚
市

　

平
塚
市
に
所
在
す
る
近
世
石
造
物
か
ら
確
認
で
き
る
石
工
居
住
地
を
み
る
と
︻
図
５
︼
︑

﹁
そ
の
他
﹂
を
除
け
ば
大
磯
な
ど
相
模
湾
岸
系
と
信
州
・
七
沢
の
内
陸
系
が
お
よ
そ
半
々

の
割
合
で
存
在
す
る
︒
平
塚
市
域
は
地
理
的
要
因
か
ら
︑
相
模
川
・
相
模
湾
沿
い
を
中

心
に
相
模
湾
岸
系
︑
北
西
部
を
中
心
に
内
陸
系
の
石
工
の
作
品
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
同
程
度

に
流
通
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
石
工
居
住
地
の
割
合
を
細
か
く
み

る
と
︑
実
際
は
一
三
対
九
で
相
模
湾
岸
系
が
や
や
優
位
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
平
塚
市
域

に
お
け
る
石
材
別
の
近
世
石
造
物
数
の
割
合
は
安
山
岩
三
〇
八
対
凝
灰
岩
四
八
七
で
︑

い
と
い
う
特
徴
も
指
摘
で
き
る
︒

　

次
に
︑
石
材
が
凝
灰
岩
と
確
認
さ
れ
る
石
造
物
は
四
八
七
基
で
あ
る
︵
消
失
物
も
含

む
︶
︒
こ
れ
ら
の
分
布
比
率
を
み
る
と
︑
ま
ず
︑
相
模
湾
・
相
模
川
沿
い
の
地
域
が
わ
ず

か
六
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︻
図
４
︼
︒
凝
灰
岩
の
石
造
物
は
︑
安
山
岩
の

石
造
物
と
比
較
し
て
市
域
の
内
陸
部
に
多
い
傾
向
が
指
摘
で
き
よ
う
︒
特
に
安
山
岩
石

造
物
の
分
布
比
率
が
四
％
し
か
な
か
っ
た
金
目
が
︑
凝
灰
岩
石
造
物
で
は
二
二
％
も
占

め
る
こ
と
に
も
目
が
引
ひ
か
れ
る
︒

　

さ
て
︑
以
上
の
平
塚
市
域
所
在
の
近
世
石
造
物
の
石
材
ご
と
の
石
工
居
住
地
と
分
布

状
況
か
ら
︑
石
材
流
通
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒

　

ま
ず
︑
石
工
の
居
住
地
と
石
材
の
産
出
地
と
の
相
関
性
で
あ
る
︒
安
山
岩
石
造
物
の

石
工
居
住
地
の
う
ち
︑
岩
村
・
吉
浜
は
小
松
石
の
産
地
で
あ
り
︑
石
材
と
石
工
居
住
地

と
の
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
大
磯
を
筆
頭
に
相
模
湾
岸
に
多
い
こ
と
は
石
材

が
相
模
湾
の
海
運
で
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
真
鶴
村
・
岩
村
は
石
材

を
積
み
出
す
廻
船
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た 

︒

　

凝
灰
岩
石
造
物
の
石
工
居
住
地
も
産
出
地
と
の
相
関
性
が
う
か
が
え
る
︒
居
住
地
に

信
州
が
み
ら
れ
る
が
︑
信
州
高
遠
石
工
は
七
沢
・
煤
个
谷
・
日
向
な
ど
凝
灰
岩
産
出
地

へ
出
稼
ぎ
・
移
住
し
て
活
動
し
て
お
り
︑
七
沢
は
七
沢
石
の
産
地
で
あ
る
︒

　

次
に
︑
い
ま
述
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
︑
石
材
流
通
の
観
点
か
ら
平
塚
市
域
に
お
け
る

石
造
物
の
石
材
ご
と
の
分
布
比
率
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
安
山
岩
石
造
物

が
相
模
湾
岸
・
相
模
川
地
域
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
石
材
・
石
造

物
が
相
模
湾
・
相
模
川
の
水
運
を
利
用
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
旭
・

土
沢
地
区
に
比
較
的
多
い
の
は
︑
安
山
岩
石
造
物
造
立
の
一
拠
点
と
考
え
ら
れ
る
大
磯

に
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
凝
灰
岩
石
造
物
が
平
塚

市
域
内
陸
部
に
多
い
の
は
︑
七
沢
・
日
向
の
産
地
に
近
い
と
い
う
地
理
的
な
要
因
が
考

え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
こ
と
は
︑
神
奈
川
県
に
お
け
る
近
世
墓
石
石
材
に
つ
い
て
﹁
七



名
を
残
す
石
工
が
存
在
し
︵
後
述
︶
︑
有
力
な
石
工
が
活
動
す
る
石
工
の
一
大
拠
点
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
磯
に
相
模
湾
岸
系
の
石
造
物
が
多
い
の
は
︑
相
模
湾
海
運
に

よ
る
石
材
流
通
が
主
流
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
田
村
の
石
工
は
信
州

石
工
の
移
住
者
で
あ
り
︵
後
述
︶
︑
内
陸
系
に
分
類
し
た
︒

　
　

︵
３
︶
秦
野
市

　

秦
野
市
所
在
の
石
造
物
で
確
認
で
き
る
石
工
居
住
地
は
︑
平
塚
市
と
似
て
相
模
湾
岸

系
と
内
陸
系
が
拮
抗
し
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
七
沢
・
煤
个
谷
な
ど
の
内
陸
系
と
大
磯
な

ど
相
模
湾
岸
系
の
各
石
工
の
拠
点
と
地
理
的
に
等
距
離
に
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
　

︵
４
︶
厚
木
市

　

厚
木
市
所
在
の
石
造
物
で
確
認
で
き
る
石
工
居
住
地
は
圧
倒
的
に
内
陸
系
が
多
い
︒

こ
れ
は
︑
七
沢
・
煤
个
谷
と
い
っ
た
内
陸
系
石
工
の
拠
点
に
地
理
的
に
近
い
た
め
で
あ

ろ
う
︒
な
お
︑
厚
木
の
石
工
が
相
模
湾
岸
系
な
の
は
︑
こ
の
石
工
が
真
鶴
石
工
の
系
譜

凝
灰
岩
が
優
位
で
あ
る
︵
先
述
︶
︒
す
な
わ
ち
︑
確
認
で
き
る
石
工
居
住
地
が
示
す
傾
向

︵
相
模
湾
岸
系
石
工
・
安
山
岩
優
位
︶
と
︑
石
材
別
石
造
物
の
割
合
が
示
す
傾
向
︵
内

陸
系
石
工
・
凝
灰
岩
優
位
︶
と
が
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
齟
齬
は
︑
数
少
な
い
石
工

居
住
地
銘
の
あ
る
石
造
物
か
ら
抽
出
さ
れ
る
傾
向
が
︑
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
実
態
を
反

映
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
以
下
︑
各
市
町
に
お
け
る
石

造
物
の
石
工
の
居
住
地
銘
の
割
合
か
ら
地
域
の
石
材
流
通
に
つ
い
て
推
測
を
試
み
る
が
︑

そ
こ
に
は
い
ま
述
べ
た
問
題
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
︒

　

た
だ
︑
平
塚
市
域
に
つ
い
て
は
︑
石
材
の
割
合
か
ら
考
え
て
も
︑
や
は
り
相
模
湾
岸

系
・
内
陸
系
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
︑
極
端
な
差
を
み
せ
ず
に
流
通
す
る
地
域
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
　

︵
２
︶
大
磯
町

　

大
磯
町
所
在
の
石
造
物
で
確
認
で
き
る
石
工
居
住
地
は
圧
倒
的
に
相
模
湾
岸
系
が
多

く
︑
な
か
で
も
大
磯
の
石
工
が
過
半
を
占
め
る
︻
図
６
︼
︒
大
磯
に
は
多
く
の
石
造
物
に



世
紀
初
頭
は
︑
高
遠
石
工
が
相
模
で
活
動
を
開
始
す
る
時
期
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
こ

の
逆
転
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
関
し
て
秋
池
武
が
関
東
地
方

に
お
け
る
近
世
墓
石
の
﹁
西
湘
～
伊
豆
石
材
か
ら
七
沢
石
へ
の
移
行
﹂
を
指
摘
し
て
い

る
︒
秋
池
に
よ
れ
ば
︑
七
沢
石
の
墓
石
は
一
七
世
紀
末
～
一
八
世
紀
初
頭
以
降
に
増
加

し
は
じ
め
︑
一
九
世
紀
に
は
西
湘
～
伊
豆
石
材
の
墓
石
の
割
合
を
超
え
る
と
い
う
︒
そ

の
背
景
と
し
て
墓
石
造
塔
が
富
裕
庶
民
か
ら
財
力
の
弱
い
庶
民
に
も
広
が
る
な
か
で
︑

西
湘
～
伊
豆
石
材
が
高
価
な
石
材
に
な
っ
て
き
た
こ
と
︑
多
く
の
庶
民
層
は
安
価
な
石

材
と
し
て
七
沢
石
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
︒
秋
池
の
指
摘
は
︑

平
塚
市
所
在
の
石
材
推
移
に
も
有
効
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
八
世
紀
か
ら
の
凝
灰
岩
優
位

は
︑
秋
池
の
指
摘
す
る
時
期
よ
り
も
早
い
︒
お
そ
ら
く
︑
当
地
域
は
産
地
に
直
近
の
た

め
︑
高
遠
石
工
の
活
動
開
始
に
即
応
し
て
凝
灰
岩
優
位
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
︒

三　

平
塚
周
辺
地
域
石
造
物
の
石
工
た
ち

　

最
後
に
︑
平
塚
市
周
辺
の
石
造
物
に
み
ら
れ
る
主
な
石
工
を
相
模
湾
岸
系
・
内
陸
系

に
分
け
て
紹
介
し
︑
地
域
の
石
工
の
動
向
を
追
っ
て
み
た
い
︒

　
　

１　

相
模
湾
岸
系

大
磯
宿
畠
中
市
郎
兵
衛　

元
禄
一
六
年
～
安
永
二
年
︵
一
七
〇
三
～
一
七
七
三
︶
の
七

〇
年
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
︑
複
数
世
代
で
襲
名
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
居
住
地

は
﹁
大
磯
﹂
﹁
大
磯
下
町
﹂
﹁
大
磯
北
下
町
﹂
と
刻
銘
さ
れ
て
お
り
︑
大
磯
北
下
町
と
考

え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
苗
字
は
調
査
報
告
書
に
よ
り
﹁
畠
中
﹂
﹁
畑
中
﹂
﹁
富
田
﹂
﹁
富
沢
﹂

な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
刻
銘
の
読
み
違
い
や
別
人
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
そ

れ
ら
疑
問
の
あ
る
も
の
も
含
め
て
一
四
基
も
の
作
品
が
確
認
で
き
る
︒
刻
銘
の
残
さ
れ

た
作
品
は
︑
前
半
は
地
蔵
︑
後
半
は
石
塔
が
多
い
︒

さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
一
七

一
一
～
一
七
二
〇
年
︵
正
徳
元

～
享
保
五
︶
の
石
造
物
数
の
突

出
も
注
目
で
き
る
が
︑
こ
れ
は

享
保
五
年
︵
一
七
二
〇
︶
前
後

に
流
行
し
た
岩
船
地
蔵
信
仰
の

影
響
と
考
え
ら
れ
る
︒
享
保
五

年
に
は
九
基
の
地
蔵
が
確
認
さ

れ
︑
そ
の
う
ち
四
基
に
は
﹁
岩

船
﹂
の
銘
が
確
認
で
き
る
︒

　

次
に
︑
石
材
別
に
比
較
し
て

推
移
を
み
る
と
︑
一
七
世
紀
ま

で
安
山
岩
が
多
い
が
︑
一
八
世

紀
に
入
る
と
凝
灰
岩
が
多
く
な

り
︑
逆
転
が
み
ら
れ
る
︒
一
八

に
連
な
る
た
め
で
あ
る
︵
後
述
︶
︒

　
　

２　

石
材
の
推
移

　

平
塚
市
所
在
の
石
造
物
か
ら
使
用
さ
れ
る
石
材
の
時
代
的
な
推
移
を
み
た
い
︻
図
９
︼
︒

　

全
体
的
に
︑
安
山
岩
・
凝
灰
岩
と
も
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
︑
石
造
物
数
が
多
く
な

る
傾
向
が
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
古
い
も
の
ほ
ど
破
壊
や
紛
失
に
見
舞
わ
れ
る
機
会
が
多

く
︑
現
存
し
に
く
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
造
立
数
そ
の
も
の
の
増
加
も
示
し
て
い

よ
う
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
傾
向
の
一
方
で
︑
石
造
物
数
に
波
も
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の

波
の
す
べ
て
に
つ
い
て
要
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
一
七
〇
一
～
一
七
一
〇
年

︵
元
禄
一
四
～
宝
永
七
︶
の
落
ち
込
み
は
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
一
一
月
の
富
士
噴

火
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
︒
噴
火
の
年
か
ら
三
年
間
は
紀
年
銘
の
あ
る
石
造
物
が
確
認



　
　
３　

大
坂

　

幕
末
期
に
な
る
と
大
坂
︵
大
阪
市
︶
の
石
工
の
手
に
よ
る
花
崗
岩
︵
御
影
石
︶
の
石

造
物
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

大
坂
西
横
堀
金
屋
橋
東
詰
石
屋
源
助
・
安
兵
衛
・
芳
助　

伊
勢
原
市
上
粕
屋
の
路
傍
に

嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
の
紀
年
銘
を
持
つ
花
崗
岩
︵
御
影
石
︶
の
鳥
居
が
あ
る
︒
こ

次
い
で
七
沢
・
日
向
の
石
切
場
を
開
発
し
︑
七
沢
石
工
・
日
向
石
工
が
成
立
し
た
と
い

う
︒

信
州
高
遠
領
荒
町
村
伊
藤
甚
助　

平
塚
周
辺
地
域
で
信
州
石
工
銘
の
あ
る
最
も
古
い
石

造
物
が
宝
永
七
年
︵
一
七
一
〇
︶
の
厚
木
市
愛
名
妙
昌
寺
の
題
目
塔
で
︑
﹁
信
州
高
遠
領

荒
町
村
石
屋
甚
助
作
﹂
と
あ
る
︒
享
保
四
年
︵
一
七
一
九
︶
の
厚
木
市
荻
野
新
宿
法
界

寺
念
仏
碑
に
﹁
信
州
石
屋
伊
藤
甚
助
﹂
と
あ
り
苗
字
が
知
ら
れ
る
︒

信
州
伊
那
郡
石
屋
清
水
平
四
郎　

平
塚
市
域
の
石
造
物
で
最
も
早
く
み
ら
れ
る
信
州
石

工
で
︑
田
村
八
坂
神
社
に
あ
る
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
の
手
水
石
に
﹁
信
州
伊
那
郡

石
屋
清
水
平
四
郎
﹂
と
名
前
が
あ
る
︒
彼
ま
た
は
そ
の
子
孫
は
田
村
に
土
着
し
た
と
考

え
ら
れ
︑
明
和
六
年
︵
一
七
六
九
︶
の
厚
木
市
上
依
知
妙
伝
寺
題
目
碑
に
は
﹁
石
工
大
住

郡
田
村
清
水
平
四
郎
﹂
︑
安
永
四
年
︵
一
七
七
五
︶
の
大
磯
鴫
立
庵
第
三
世
庵
主
白
井
鳥
酔
追

善
句
碑
に
﹁
田
村　

石
工
平
四
郎
﹂
と
銘
が
あ
り
︑
も

は
や
﹁
信
州
﹂
の
地
名
は
冠
せ
ら
れ
て
い
な
い
︒

七
沢
村
八
十
八　

七
沢
を
居
住
地
と
銘
打
つ
石
工
に

よ
る
最
古
の
石
造
物
は
︑
明
和
六
年
︵
一
七
六
九
︶

の
四
之
宮
高
林
寺
水
神
で
﹁
石
工
七
沢
村
八
十
八
﹂

と
あ
る
︒
た
だ
︑
損
耗
が
激
し
く
刻
銘
の
判
読
は
困

難
で
あ
る
︒
こ
の
こ
ろ
か
ら
出
稼
ぎ
の
高
遠
石
工
で

は
な
く
定
住
し
た
七
沢
石
工
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
︒

大
磯
宿
源
兵
衛　

文
政
八
年
︵
一
八
二
五
︶
～
嘉
永
三
年
︵
一
八
五
〇
︶
の
二
五
年
間
︑

畠
中
市
郎
兵
衛
の
作
品
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
五
〇
年
後
に
み
ら
れ
る
石
工
で
あ

る
︒
居
住
地
は
﹁
大
磯
﹂
﹁
下
町
﹂
﹁
南
下
町
﹂
と
あ
り
︑
大
磯
宿
南
下
町
と
考
え
ら
れ

る
︒
源
兵
衛
の
作
品
は
九
基
確
認
で
き
る
︒

押
切
村
︵
小
田
原
市
︶
伊
藤
吉
五
郎　

文
化
一
三
年
︵
一
八
一
六
︶
と
嘉
永
七
年
︑
無

年
紀
の
三
作
品
に
名
が
み
ら
れ
︑
約
四
〇
年
の
時
間
幅
が
あ
る
こ
と
か
ら
世
代
交
代
に

よ
る
襲
名
の
可
能
性
が
あ
る
︒
文
化
一
三
年
の
大
磯
町
高
来
神
社
の
敷
石
一
式
造
営
浄
財

喜
捨
碑
に
﹁
押
切
村
石
工
棟
梁
伊
藤
吉
五
郎
﹂
と
あ
り
︑
棟
梁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

岩
村
青
木
安
五
郎　

天
保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
の
大
島
八
幡
神
社
境
内
鳥
居
に
そ
の

名
前
が
み
ら
れ
る
︒

厚
木
秋
本
忠
次
郎　

厚
木
石
工
秋
本
家
は
︑
初
代
秋
本
儀
右
衛
門
が
小
田
原
の
青
木
家

の
弟
子
と
な
り
文
化
年
間
︵
一
八
〇
五
～
一
八
一
八
︶
に
厚
木
村
上
宿
に
開
業
し
た
こ

と
に
始
ま
る
と
い
う
︒
小
田
原
の
青
木
家
と
は
石
工
棟
梁
と
し
て
板
橋
村
︵
小
田
原
市
︶

に
居
住
し
た
公
儀
扶
持
人
石
屋
善
左
衛
門
家
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
秋
本
家
の
銘
の
あ

る
石
造
物
は
厚
木
市
域
に
四
基
確
認
で
き
る
︒

２　

内
陸
系

　

内
陸
系
の
石
工
名
は
︑
ま
ず
高
遠
石
工
と
し
て
現
れ
る
︒
高
遠
石
工
の
出
稼
ぎ
は
一

七
世
紀
半
ば
か
ら
と
い
わ
れ
る
が
︑
相
模
で
の
活
動
は
元
禄
期
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇

四
︶
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
は
じ
め
煤
个
谷
に
入
り
地
元
の
石
工
に
技
術
を
伝
え
︑



る
︒
こ
こ
に
は
︑
①
真
田
大
工
︑
煤
个
谷
石
工
︑
四
ツ
谷
︵
藤
沢
市
︶
・
羽
鳥
︵
藤
沢
市
︶

な
ど
の
鳶
方
に
よ
る
﹁
職
人
工
手
間
寄
進
﹂
︑
②
浦
賀
・
須
賀
の
商
人
・
廻
船
問
屋
に
よ

る
浦
賀
か
ら
須
賀
ま
で
の
﹁
運
賃
水
揚
諸
雑
費
寄
進
﹂
︑
③
中
原
村
・
豊
田
本
郷
な
ど
現

平
塚
市
域
の
一
二
个
村
か
ら
の
﹁
鳥
居
持
運
人
足
助
﹂
︑
と
い
っ
た
鳥
居
建
立
に
際
し
た

寄
進
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
前
掲
上
粕
屋
の
鳥
居
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
石
の

切
り
出
し
か
ら
鳥
居
建
立
ま
で
の
ル
ー
ト
が
う
か
が
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
中
国
地
方

の
御
影
石
の
産
地
か
ら
の
石
材
切
り
出
し
︑
②
大
坂
で
の
御
影
屋
新
三
郎
に
よ
る
鳥
居

部
材
加
工
︑
③
大
坂
か
ら
浦
賀
ま
で
の
部
材
の
輸
送
︵
海
路
︶
︑
④
浦
賀
か
ら
須
賀
ま
で

の
輸
送
︵
海
路
︶
︑
⑤
須
賀
か
ら
村
々
の
手
に
よ
る
輸
送
︵
陸
路
︶
︑
③
神
社
現
地
で
の

真
田
大
工
・
煤
个
谷
石
工
・
四
ツ
谷
・
羽
鳥
鳶
方
に
よ
る
組
立
て
と
い
う
ル
ー
ト
・
手

順
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
広
汎
な
地
域
の
人
々
か
ら
寄
進
を
受
け
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
真
田
神
社
︵
当
時
は
牛
頭
天
王
社
︶
の
信
仰
の
篤
さ
と
信
仰
圏
の
広

さ
も
う
か
が
え
る
︒

　
な
お
︑
御
影
屋
新
三
郎
は
寛
政
期
以
降
に
み
ら
れ
︑
一
時
住
吉
大
社
の
専
属
と
な
り

盛
況
し
た
が
︑
明
治
期
に
廃
業
し
た
石
屋
と
い
わ
れ
る
︒
そ
の
作
品
は
関
東
だ
け
で
な

く
︑
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
地
方
に
も
み
ら
れ
る
︒

は
岡
山
産
の
御
影
石
が
使
用
さ
れ
︑
費
用
の
見
積
も
り
と
輸
送
経
路
に
つ
い
て
は
︑
①

鳥
居
が
﹁
極
上
々
之
磨
﹂
で
代
金
九
三
両
︑
②
大
坂
か
ら
浦
賀
ま
で
の
運
賃
が
二
一
両
︑

③
浦
賀
で
の
河
岸
上
げ
諸
費
用
が
四
両
︑
④
浦
賀
か
ら
須
賀
ま
で
の
運
賃
が
七
両
二
分

と
船
頭
中
へ
祝
儀
が
一
両
二
分
︑
⑤
須
賀
か
ら
田
村
ま
で
の
川
船
揚
金
一
二
両
二
分
︑

⑥
田
村
か
ら
七
五
三
引
村
︵
上
粕
屋
内
の
小
名
︶
ま
で
は
村
々
の
﹁
信
心
持
﹂
と
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
刻
銘
に
﹁
鳥
居
建
方
﹂
と
し
て
伊
勢
原
片
町
鳶
中
と
あ
り
︑
鳥
居
は

部
材
で
輸
送
さ
れ
︑
現
地
で
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
さ
ら
に
︑
⑧
扁

額
は
豆
州
小
松
石
で
︑
江
戸
神
田
筋
違
御
門
外
︵
東
京
都
千
代
田
区
︶
石
屋
久
二
郎
の

作
︑
代
金
は
八
両
二
分
だ
が
﹁
深
彫
﹂
に
直
さ
せ
た
た
め
︑
さ
ら
に
一
両
二
分
か
か
っ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
鳥
居
建
立
ま
で
の
諸
費
用
は
計
一
四
九
両
二
分
と
見
積
ら
れ
て
い
る
︒

な
お
︑
敷
石
は
日
向
村
石
屋
勝
三
郎
の
作
と
刻
銘
が
あ
る
︒
鳥
居
に
は
伊
勢
原
・
厚
木
・

平
塚
の
各
市
域
の
村
々
を
中
心
に
浦
賀
の
人
々
ま
で
一
四
〇
名
以
上
の
名
前
が
刻
ま
れ
︑

地
域
に
お
け
る
大
山
信
仰
の
篤
さ
︑
広
が
り
が
う
か
が
え
る
︒

大
坂
炭
屋
町
御
影
屋
新
三
郎
　
平
塚
市
真
田
の
真
田
神
社
に
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶

の
紀
年
銘
を
も
つ
花
崗
岩
︵
御
影
石
︶
の
鳥
居
が
あ
る
︒
﹁
石
工
大
坂
炭
屋
町
み
か
げ
や

新
三
郎
﹂
の
名
が
刻
ま
れ
︑
大
坂
炭
屋
町
︵
大
阪
市
中
央
区
︶
の
石
工
の
作
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
鳥
居
の
脇
に
は
付
随
し
て
﹁
鳥
居
寄
進
塔
﹂
が
建
て
ら
れ
て
い

れ
は
大
山
阿
夫
利
神
社
二
の
鳥
居
で
︑
石
工
は
大

坂
西
横
堀
金
屋
橋
東
詰
︵
大
阪
市
西
区
︶
の
石
屋

源
助
・
安
兵
衛
・
芳
助
と
刻
銘
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
鳥
居
に
は
建
立
に
い
た
る
関
連
史
料
が
あ
る
︒

そ
れ
ら
に
よ
る
と
︑
建
立
は
既
存
の
木
造
鳥
居
が

朽
ち
果
て
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
た
め
︑
最
寄

村
々
の
信
心
の
あ
る
者
が
発
起
人
と
な
り
再
建
が

企
図
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
石
材



課
編
﹃
伊
勢
原
の
庚
申
塔
﹄
︵
伊
勢
原
市
教
育
委
員
会
︑ 

一
九
八
八
年
︶
・
伊
勢
原
市
史
編

集
委
員
会
編
﹃
伊
勢
原
市
史　

別
編
民
俗
﹄
︵
伊
勢
原
市
︑
一
九
九
七
年
︶
︑
再
発
見
大
山

道
調
査
団
編
﹃
伊
勢
原
市
内
の
大
山
道
と
道
標　

第
二
版
﹄
伊
勢
原
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇

一
二
年
︶
を
参
照
し
た
︒

 

７　

以
下
︑
本
稿
に
お
け
る
石
材
の
岩
石
学
的
説
明
お
よ
び
概
要
は
︑
森
慎
一
﹁
平
塚
市
域

で　

の　

石
材
調
査
に
お
け
る
国
内
産
石
材
の
種
類
と
特
徴
﹂
︵
﹃
平
塚
市
博
物
館
研
究
報

告　

自　

然
と　

文
化
﹄
二
四
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶
・
平
塚
市
博
物
館
﹃
平
塚
の
石
仏︱

３

０
５
８
の
祈　

り
と
願　

い
﹄
︵
平
塚
市
博
物
館
︑
二
〇
一
四
年
︶
に
よ
る
︒

８ 

長
野
県
高
遠
町
教
育
委
員
会
編
﹃
再
発
見!

高
遠
石
工
﹄
︵
ほ
お
ず
き
書
籍
︑
二
〇
〇
五

年
︶
︒

９ 

真
鶴
町
編
﹃
真
鶴
町
史　

通
史
編
﹄
︵
真
鶴
町
︑
一
九
九
五
年
︶
︒
な
お
︑
近
世
の
相
模

湾
・　

相
模
川
の
水
運
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
近
世
相
模
川
・
相
模
湾
水
運
に
お
け
る
須
賀

村
の
位　

置
﹂
︵
﹃
平
塚
市
博
物
館
研
究
報
告
自
然
と
文
化
﹄
三
六
号
︑
二
〇
一
三
年
︶
参
照
︒

⑽ 
前
掲
註
︵
３
︶
秋
池
著
書
︒

⑾ 
前
掲
註
︵
７
︶
﹃
平
塚
の
石
仏
︱
３
０
５
８
の
祈
り
と
願
い
﹄
・
福
田
ア
ジ
オ
﹃
歴
史
探

索
の
手
法
︱
岩
船
地
蔵
を
追
っ
て
﹄
︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶
︒

 
⑿
前
掲
註
︵
３
︶
秋
池
著
書
︒

⒀ 
厚
木
市
文
化
財
協
会
編
﹃
厚
木
の
民
俗
１　

生
業
﹄
︵
厚
木
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
一

年
) ︒

た
だ
し
︑
前
掲
註
︵
２
︶
﹃
野
だ
ち
の
石
造
物
﹄
で
は
︑
真
鶴
の
青
木
家
の
系
統
を

継
ぐ
と
す
る
︒

⒁ 
内
田
哲
夫
﹃
小
田
原
地
方
商
工
業
史
﹄
︵
夢
工
房
︑
一
九
八
九
年
︶
︒

⒂ 
前
掲
註
︵
２
︶
﹃
野
だ
ち
の
石
造
物
﹄
︒

 
⒃
﹁
八
十
八
﹂
の
刻
銘
は
前
掲
註
︵
２
︶
﹃
野
だ
ち
の
石
造
物
﹄
に
よ
る
︒

⒄ 
佐
々
井
信
太
郎
編
﹃
二
宮
尊
徳
全
集
﹄
八
巻
︵
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
︑
一
九
三
〇
年
︶

一
一
二
七
頁
︒
山
田
恒
雄
﹁
大
山
阿
夫
利
神
社
二
の
鳥
居
復
元
由
来
記
︵
上
︶
・
︵
中
︶
・

︵
下
︶
・
︵
余
録
︶
﹂
︵
﹃
か
な
が
わ
風
土
記
﹄
一
六
八
～
一
七
一
号
︑
一
九
九
一
年
︶
︒

⒅ 
飛
田
範
夫
﹁
江
戸
時
代
の
大
坂
の
石
屋
﹂
︵
﹃
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
﹄
六
四
巻
五
号
︑

二
〇
〇
一
年
︶
︒

⒆ 
二
〇
一
四
年
一
一
月
現
在
︑
ウ
ェ
ブ
上
で
検
索
し
た
だ
け
で
︑
御
影
屋
新
三
郎
の
銘
の
あ

る
石
造
物
と
し
て
︑
天
明
四
年
︵
一
七
八
四
︶
岡
山
県
瀬
戸
内
市
若
宮
八
幡
宮
狛
犬
・
享
和

元
年
︵
一
八
〇
一
︶
愛
媛
県
八
幡
浜
市
金
毘
羅
神
社
鳥
居
・
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
宮
崎

県
日
向
市
立
磐
神
社
立
岩
大
明
神
碑
・
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
大
阪
市
住
吉
大
社
灯
籠
・

安
政
四
年
(一

八
五
七
)和

歌
山
県
田
辺
市
道
分
け
石
が
確
認
で
き
た
︒

 

１ 

松
村
雄
介
﹃
相
模
の
石
仏︱

近
世
庶
民
信
仰
の
幻
想︱

﹄
︵
木
耳
社
︑
一
九
八
六
年
︶

 

２ 

鈴
村
茂
﹁
七
沢
石
﹂
︵
厚
木
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
文
化
財
保
護
係
編
﹃
野
だ
ち

の
石
造
物
﹄
厚
木
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
七
二
年
︶

３ 

秋
池
武
﹃
近
世
の
墓
と
石
材
流
通
﹄
︵
高
志
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︶
︒

４ 

た
だ
し
︑
伊
勢
原
市
に
つ
い
て
は
悉
皆
調
査
的
な
報
告
書
が
な
い
た
め
︑
今
後
検
討
材

料
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
︒

５ 

管
見
の
限
り
で
は
平
塚
市
博
物
館
寄
託
文
書
に
は
︑
本
稿
で
紹
介
す
る
真
田
神
社
の
鳥

居
と
思
わ
れ
る
石
材
の
送
り
状
︵
後
欠
︑
上
野
洋
一
家
文
書
三
五
七
号
︶
と
︑
安
政
三
年

六
月
一
三
日
付
け
七
沢
村
石
工
四
郎
兵
衛
の
石
代
金
受
取
覚
書
︵
柳
川
起
久
雄
家
文
書
二

二
六
号
︶
が
あ
る
の
み
で
あ
る
︒

６ 

本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
平
塚
市
博
物
館
編
﹃
平
塚
の
石
仏
・
改
訂
版
１
～
９
﹄
︵
平

塚
市
博
物
館
︑
一
九
九
八
～
二
〇
一
四
年
︶
お
よ
び
︑
石
仏
を
調
べ
る
会
の
補
足
調
査

デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
︒
ま
た
︑
平
塚
市
外
に
つ
い
て
は
︑
大
磯
町
教
育
委
員
会
編
﹃
石

造
物
調
査
報
告
書
１
～
７
﹄
︵
大
磯
町
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
四
～
一
九
九
五
年
︶
・
秦

野
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
編
﹃
秦
野
の
石
仏
１
～
４
﹄
︵
秦
野
市
教
育
委
員
会
︑
一

九
九
八
～
二
〇
〇
一
年
︶
・
前
掲
註
︵
２
︶
﹃
野
だ
ち
の
石
造
物
﹄
・
伊
勢
原
市
教
育
委

員
会
社
会
教
育

　
以
上
︑
平
塚
周
辺
の
石
工
と
石
材
流
通
の
動
向
を
考
察
し
て
み
た
︒
冒
頭
に
述
べ
た

よ
う
に
石
工
名
が
あ
る
石
造
物
は
全
体
の
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
︑
石
材
の
流
通
や
石
造

物
の
分
布
動
向
に
つ
い
て
は
地
理
的
要
因
で
し
か
説
明
で
き
な
か
っ
た
︒
今
後
︑
石
材

も
含
め
た
悉
皆
調
査
と
文
献
史
料
の
発
掘
に
よ
る
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
と
な
ろ
う
︒

　
付
記

　
本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
秋
期
イ
ブ
ニ
ン
グ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
に
お
け
る
同
名

の
講
演
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
成
稿
に
あ
た
り
石
仏
を
調
べ
る
会
会
員
各

位
お
よ
び
浜
野
達
也
学
芸
員
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
︒
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
︒

註 　
お
わ
り
に








