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町
内
を
歩
け
ば
、
路
傍
や
山
中
な
ど
至

る
所
で
古
い
石
造
物
を
目
に
し
ま
す
。
仏

像
や
供
養
塔
、
道
標
、
記
念
碑
な
ど
様
々

な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ

に
「
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

」
と
い
う
石
塔
が
あ
り
ま

す
。
宝
篋
印
塔
は
、
元
々
は
中
国
で
仏
塔

と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
が
、
日
本
で
は
鎌

倉
時
代
に
石
製
の
墓
塔
・
供
養
塔
と
し
て

普
及
し
、
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
室
町
時
代

に
か
け
て
多
く
造
ら
れ
ま
し
た
。
町
内
で

も
古
い
墓
地
な
ど
で
見
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
塔
身
や
笠
な
ど
パ
ー
ツ
ご
と
に
制

作
さ
れ
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
も

の
な
の
で
、
長
い
年
月
の
間
に
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
、
欠
損
し
た
り
他
の
宝
篋
印
塔
や

同
時
代
に
普
及
し
た
五
輪
塔
の
パ
ー
ツ
を

適
当
に
組
み
合
わ
せ
た
状
態
で
残
る
も
の

が
多
く
、
制
作
当
時
の
姿
を
残
す
も
の
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

宝
篋
印
塔
は
本
来
、塔
身
の
部
分
は
立
方

体
や
直
方
体
の
石
材
を
用
い
る
の
が
一
般

的
な
の
で
す
が
、
こ
の
塔
身
に
六
角
柱
で

そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
地
蔵
菩
薩
を
一
体
ず
つ

計
六
体
を
刻
ん
だ「
六ろ

く

面め
ん

石せ
き

幢ど
う

」が
置
か
れ

て
い
る
も
の
が
点
在
し
ま
す
。町
内
で
は
、

富
地
域
の
楠
、
富
西
谷
の
余
川
・
篠
坂
・

名
越
、
奥
津
地
域
の
羽
出
の
西
前
田
・
東

前
田
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
杉
の

下
杉
に
も
か
つ
て
は
存
在
し
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
お
お
む
ね
七
〇
〜
九
〇
㎝

程
度
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
五
輪
塔
な
ど
近
隣
の
石
造
物
を
寄

せ
集
め
て
祀
っ
て
い
る
場
所
に
存
在
す
る

こ
と
が
多
い
た
め
、
前
述
の
よ
う
に
色
々

な
石
造
物
の
パ
ー
ツ
を
後
世
に
適
当
に
組

み
合
わ
せ
て
造
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
え
ま

す
が
、
笠
の
裏
面
に
は
、
六
面
石
幢
を
は

め
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
六
角
形
の

く
ぼ
み
を
彫
り
込
ん
で
い
る
も
の
も
あ
り

ま
す
の
で
、
笠
部
と
石
幢
部
は
元
か
ら

セ
ッ
ト
で
造
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

元
岡
山
大
学
教
授
の
斉
藤
孝
氏
（
日
本

美
術
史
）
は
、
こ
う
し
た
六
面
石
幢
と
宝

篋
印
塔
の
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

型
の
石
造
物
が
蒜
山
一
帯

を
中
心
と
す
る
真
庭
地
域
と
新
見
市
北
部

に
多
く
分
布
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
近
畿

方
面
か
ら
伝
わ
っ
た
花
崗
岩
系
の
石
造
物

と
は
別
系
統
の
蒜
山
系
の
安
山
岩
を
石
材

と
し
た
石
造
物
が
県
内
に
存
在
す
る
と
し

て
「
蒜
山
式
宝
篋
印
塔
」（
仮
称
）
を
提

唱
し
ま
し
た
。

　

同
氏
は
、
北
九
州
方
面
の
石
造
文
化
が

山
陰
経
由
で
伝
わ
り
、
こ
の
地
の
石
造
文

化
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
も
の
が
蒜

山
式
宝
篋
印
塔
で
あ
る
と
い
う
推
測
を
し

て
い
ま
す
。

　

町
内
に
お
け
る
蒜
山
式
宝
篋
印
塔
を
見

る
と
、分
布
に
つ
い
て
は
、古
く
か
ら
大
山

道
の
脇
道
と
し
て
真
庭
地
域
と
密
接
な
つ

な
が
り
の
あ
る
富
地
域
と
、
富
地
域
に
近

接
し
、
か
つ
て
は
直
接
往
来
す
る
こ
と
の

で
き
た
地
域
に
存
在
し
ま
す
。
石
材
に
つ

い
て
は
、
特
に
塔
身
の
六
面
石
幢
部
分
は

花
崗
岩
で
は
な
く
安
山
岩
質
の
石
材
で
造

ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
が
蒜

山
地
域
の
安
山
岩
製
か
ど
う
か
は
見
極
め

て
い
ま
せ
ん
が
、
分
布
状
況
や
共
通
す
る

事
項
か
ら
蒜
山
地
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
、

あ
る
い
は
そ
の
影
響
で
制
作
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
数
あ
る
石
造
物
の
一
つ
を
例
に

挙
げ
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
石
造
物
か

ら
も
文
献
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
中
世
の

人
々
の
動
き
や
、
物
資
の
流
通
、
文
化
の

広
が
り
を
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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宝篋印塔の部分名称

左：名越の蒜山式宝篋印塔（町指定文化財「皇子の墓」）
右：笠裏の六角形の彫り込み

羽出東前田の
蒜山式宝篋印塔

楠の蒜山式宝篋印塔


