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吹
江
と興
術
」
Ｚ
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６
〓

賓
筐
印
塔
形
式
の
二
重
塔
と
笠
置
山

．
本
誌
主
幹
川
勝
政
太
郎
氏
の
學
位
獲
得
を
記
念
し
て
、
別
文
に
記

述
し
た
各
氏
の
論
稿
が
揃
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
の
こ
と
に

い
さ
さ
か
開
興
し
た
私
も

一
文
を
草
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
を
負
う
わ
け

で
あ
る
が
、
急
速
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
適
富
な
テ
ー
マ
が
思
い

営
ら
な
い
。
依
つ
て
更
め
て
同
氏
が
學
位
を
得
ら
れ
た
論
稿
で
あ
る

「
日
本
石
材
工
藝
史
」
を
開
披
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
。
私
が
氏
と

「京
都
古
銘
衆
記
」
の
著
を
共
に
し
た
昭
和
十
六
年
か
ら
す
れ
ば
十

有
七
年
を
経
過
し
て
い
て
、
氏
の
資
料
の
増
加
、
整
理
の
進
捗
に
驚

く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
深
い
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
其
の
間

は
戦
時
戦
後
と
云
う
誰
に
も
停
滞
の
時
代
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

で
あ
る
。
省
て
甚
だ
性
梶
た
る
を
禁
じ
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
該
書
を
通
寛
す
る
と
、
私
も
少
し
考
え
足
し
た
い

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
二
、
三
な
い
で
は
な
い
。
そ
の

一
つ
を
こ
こ
に

記
し
て
見
よ
う
。

費
筐
印
塔
に
つ
い
て
は
こ
の
書
に
も
相
官
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
あ

り
、
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
様
式
手

法
の
憂
遷
に
興
味
の
多
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
費
筐
印
塔
の
特

徴
ず
け
ら
れ
る
大
き
な
要
素
は
、
屋
蓋
の
四
隅
に
我
を
歴
す
る
が
如

く
立
つ
て
い
る
隅
飾
り
突
起
で
あ
る
。
又
そ
れ
は
婦
人
が
観
る
人
の

注
目
を
集
め
ん
た
め
に
凝
せ
る
誇
大
な
る
耳
飾
り
の
如

く

で
も

あ

る
。
こ
の
隅
飾
り
突
起
の
あ
る
屋
蓋
を
二
重
に
重
ね
た
石
層
塔
が
あ

つ
て
こ
の
屋
蓋
印
ち
笠
の
特
徴
の
故
に
、
こ
れ
ら
を
費
医
印
塔
の
異

形
と
見
る
べ
き
か
、
二
般
の
石
層
塔
の
毎
重
の
屋
蓋
に
費
筐
印
塔
か

ら
影
響
さ
れ
た
隅
飾
り
突
起
が
附
加
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
異
論

異
見
が
あ
つ
た
。
著
者
川
勝
氏
は
先
年
費
塔
形
式
の
石
塔
に
も
賓
憾

印
塔
屋
蓋
隅
飾
り
突
起
の
影
響
で
、
そ
れ
が
あ
る
も
の
を

指

摘

し

て
、
前
記
費
医
印
塔
式
屋
蓋
の
二
重
石
塔
を
層
塔
の
韓
形
と
勘
決
さ

れ
た
の
で
あ
つ
た
。
書
中
に
も

（四
八
頁
）
そ
れ
が
略
記
さ
れ
て
い

々

木

禾J



「

る

（
二
五
六
頁
に
は
賓
例
が
指
示
さ
れ
て
あ
る
）。

こ
の
考
え
方
は
必
ず
し
も
決
定
的
と
は
云
え
な
い
と
思
う
が
、
又

然
ら
ず
と
云
う
確
認
も
な
い
。
そ
し
て
こ
と
に
二
三
例
を
附
け
加
え

て
、
少
し
て
も
右
を
結
論
に
近
づ
か
せ
る́
に
役
立
た
せ
る
と
共
に
、

そ
の
新
例
に
関
連
し
た
私
の
見
方
を
述
べ
そ
見
た
い
。

電
ず
既
知
の
も
の
か
ら
略
識
し
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
豊
中
市
金

暉ヽ
寺
塔
は

一
番
早
く
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
ニ
ケ
の
基
礎
の
上
に
塔
身
と
屋
蓋
と
を
交
互
に
三
つ

う
つ
重
ね
て
あ
る
む
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
は
相
輪
が

一
本
立
つ
て

お
う
た
ら
し
い
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
と
お
つ
て
一置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
今
残
つ
て
い
る
此
の
種

の
二
重
つ
塔
が
、
皆
も
と
め
相
輪
を
失
つ
て
、
或
も
の
は
賓
珠
に
な

り
、
或
も
の
は
新
し
い
相
輪
と
取
替
つ
て
い
る
。
そ
れ
で
何
れ
の
塔

も
も
と
ど
ん
な
．相
輸
が
立
つ
て
お
う
た
か
決
め
か
ね
る
。
始
め
か
ら

費
珠
で
あ
つ
た
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
此
虎
の
も
こ
の
例
に
洩

れ
ず
、
今
は
費
珠
が
載
つ
て
い
る
の
で
あ
る
っ
そ
し
て
こ
の
塔
で
は

一
重
目
の
屋
蓋
と
二
重
目
の
塔
身
と
が
同

一
石
で
彫
成
さ
れ
て
お
り

二
重
唱
の
屋
蓋
と
二
重
目
の
塔
身
も
亦
同
石
形
成
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
こ
の
塔
が
最
初
に
嚢
見
さ
れ
た
時
に
、
幾
つ
か
の
費
筐
印

塔
の
残
骸
を
集
め
て
来
て
、
こ
の
塔
を
こ
の
形
に
積
み
上
げ
た
も
の

で
な
い
か
と
疑
う
た
人
に
封
す
る
反
論
と
し
て
大
き
な
支
援
で
あ
つ

た
。
造
立
の
頭
初
か
ら
こ
う
し
た
形
で
製
作
さ
れ
、
こ
う
し
た
形
が

其
の
頃
に
存
在
し
た
賓
證
と
し
て
疑
う
餘
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
今

で
は
此
の
金
諄
寺
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
熊
野
田
と
云
う
所

の
費
珠
寺

に
、
小
さ
い
な
が
ヶ
同
種
の
塔
二
基
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い

Ｚ
り

。

こ
の
塔
の

一
重
目
塔
身
に
は
像
容
と
種
子
を
交
え
て
四
佛
が
彫
類

さ
れ
て
い
る
。
梵
字
で
あ
る
種
子
で
、
観
書
が
入
つ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
か
ら
、
非
常
に
異
例
の
四
佛
で
あ
る
。
な
お
基
礎
に
貞
和
五

年
の
年
琥
銘
が
あ
つ
て
、
吉
野
朝
時
代
の
作
例
で
あ
る
こ
と
も
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
南
河
内
郡
の
東
條
村
と
云
う
所
に
龍
泉
寺
と
云
う
古
刹
が
あ

る
。
吉
野
朝
の
庭
園
遺
樺
も
あ
る
寺
で
あ
る
が
、
そ
の
参
道
に
面
し

て
、
ご
の
種
の
二
重
塔
が
立
つ
て
い
る
。
石
が
凝
友
岩
質
の
も
の
で

風
化
が
甚
し
く
、
完
存
の
部
分
が
少
な
い
が
、
残

つ
て
い
る
部
分
か

ら
は
吉
野
朝
頃
の
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
る
。
更
に
大
阪
市
内
の
都
島

蒋
祀
に
、
こ
れ
の
最
優
秀
品
を
得
え
で
い
る
。
最
優
秀
品
で
あ
な

が
、
二
重
共
塔
身
部
を
失
つ
て
い
る
。
だ
か
ら
基
礎
の
上
に
屋
蓋
三



れ
ず
、
今
は
費
珠
が
載
つ
て
い
る
の
で
あ
る
「
そ
し
て
こ
の
塔
で
は

一
重
目
の
屋
蓋
と
二
重
目
の
塔
身
と
が
同

一
石
で
彫
成
さ
れ
て
お
り

二
重
目
の
屋
蓋
と
二
重
目
の
塔
身
も
亦
同
石
彫
成
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
こ
の
塔
が
最
初
に
嚢
見
さ
れ
た
時
に
、
幾
つ
か
の
費
筐
印

風
化
が
甚
し
く
、
完
存
の
部
分
が
少
な
い
が
、
残
つ
て
い
る
部
分
か

ら
は
吉
野
朝
頃
の
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
る
。
更
に
大
阪
市
内
の
都
島

静
祗
に
、
こ
れ
の
最
優
秀
品
を
博
え
で
い
る
。
最
優
秀
品
で
あ
な

が
、
二
重
共
塔
身
部
を
失
つ
て
い
る
。
だ
か
ら
基
礎
の
上
に
屋
蓋
三

つ
を
重
ね
た
形
と
な
つ
て
い
る
。
相
輪
も
失
わ
れ
て
新
補
品
と
取
り

替
つ
て
い
る
。
基
礎
と
二
重
の
屋
蓋
と
に
和
期
賓
筐
印
塔
に
見
る
豪

晴〔詢議朔“い［産“藝幕載『』〓輝『脚】螂』赫馨燕脚

さ
れ
た
。
隅
飾
り
突
起
の
大
き
さ
と
、
屋
蓋
の
幅
に
、
毎
重
見
事
な

返
減
を
示
し
て
い
る
。
　
百
綸
）

ズ
に
、
近
江
の
石
山
寺
に
有
名
な
國
費
多
賓
塔
が
あ
る
。
そ
の
多

費
塔
の
立
つ
て
い
る
廣
場

へ
上
る
石
階
の
脇
に
、
こ
の
二
重
石
塔
が

立
つ
て
い
て
、
こ
れ
は
各
部
共
完
存
し
て
い
る
。
　
百
綸
）

相
輪
部

が
責
珠
で
あ
る
の
は
原
初
か
ら
こ
の
形
式
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も

の
か
も
知
れ
な
い
。
金
諄
寺
塔
と
異
つ
て
、
毎
重
屋
蓋
と
そ
の
上
の

塔
身
と
は
何
れ
も
別
石
で
あ
つ
て
、
こ
の
鶏
は
都
島
耐
祗
の
と
同
じ

で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
あ
つ
た
か
ら
、
都
島
紳
祀
の
は
毎
重
共
塔

・身
を
失
つ
て
し
ま
″つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
都
島
瀞
祀
の
は
毎
重
の
幅

・に
通
減
が
相
官
に
あ

つ
た
と
云
つ
た
が
、
金
薄
寺
塔
や
こ
の
石
山
寺

・塔
そ
は
そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
普
通
の
費
筐
印
塔

だ
と
屋
蓋
上
端
の
作
り
出
し
が
、
六
段
位
に
な
つ
て
い
る
の
を
、
三

重́
塔
で
は

一
重
日
、
二
重
目
を
二
段
位
で
打
ち
止
め
、
二
重
目
だ
け

の
段
数
を
自
由
に
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
屋
蓋
上
端
作
り
出
し
の
具

合
を
見
れ
ば
、
よ
し
断
片
と
な
つ
て
い
る
場
合
で
も
、
賓
憾
印
塔
形

式
の
二
重
塔
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
確
認
出
来
る
場
合
が
多
い
。

右
の
観
黙
か
ら
少
し
新
し
い
資
料
を
拾
い
歩
い
て
見
る
。
な
お
幾

ら
か
問
題
を
含
む
も
の
も
あ
つ
て
も
、
此
の
種
の
石
塔
資
料
と
し
て

役
立
つ
も
の
は
掲
げ
て
見
た
い
。

第

一
に
、
近
松
寺
と
云
う
の
は
大
津
市
三
井
寺
園
城
寺
の
塔
頭
で

あ
る
。
そ
の
三
別
所
の
一
つ
で
あ
る
。
高
観
音
の
名
で
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
近
松
寺
の
裏
庭
に
優
れ
た
石
塔
断
片
が
幾
つ
か
あ
る
が
、

そ
の
一
つ
が
国
に
見
る
よ
う
な
六
段
の
露
盤
を
も
つ
費
筐
印
塔
の
笠

部
を
二
重
に
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（口
繕
）

近
年
積
み
上
げ

ら
れ
た
も
の
と
云
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
間
違
い
な
く
寄
せ
寄
せ
塔

で
は
あ
る
が
、
笠
部
の
幅
は
毎
重
氣
持
ち
よ
い
比
例
を
持
し
、
第

一

層
で
一
尺
九
寸
、
第
二
層
で
一
尺
四
寸
四
分
、
第
二
層
で
一
尺
四
寸

で
あ
る
。
又
隅
飾
り
突
起
も
第

一
層
で
は
三
弧
を
持
ち
、
第
二
層
で

二
弧
、
三ヽ
層
目
で
は
二
弧
と
云
う
規
律
を
保
ち
、
■
つ
第

一
層
で
は

浮
出
し
月
輸
内
の
梵
字
、
第
二
層
で
無
地
、
第
二
層
は
幅
の
贋
い
古

調
の
Ｅ
劃
を
つ
く
つ
て
、
隅
飾
り
突
起
と
隣
の
そ
れ
に
狭
ま
れ
て
持

途
り
型
の
文
様
を
彫
出
し
て
い
る
。
甚
だ
綿
密
に
し
て
典
雅
な
装
飾

と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
云
う
均
整
な
所
を
見
る
と
、
前
述
し
た



二
重
塔

で
あ

つ
た
確
置
は
う

か
め
な

い
も

の
の
、
も
と
か
ら
の

一
具

で
あ

っ
た
疑

い
は
充
分

に
あ
る
。
塔
身
も
像
容

の
四
佛

で
お

つ
て
、

甚
だ
立
派
で
あ
り
、
今

の
基
礎

に
は
見
事
な，
三
菫
蓮
華

の
文
様
が
あ

る
。
或
は
笠
上
露
盤
を
六
段

に
し
た
代
り
に
、

二
重
目
、
二
重
目
の

塔
場

つ
省
略
が
行
わ
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
う
な
る
と
始
め

に
費
筐

印
塔
の
笠
部
を
重
ね
た
と

云
つ
た
言
葉

は
取
り
沿
さ
ね

ば

な

ら

な

い
一． ¨．一　
　
　
・　
・一一　
　
　
・・
・一一一一
一
・一・一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

批

の
寺

の
構
洗
手
水
鉢
と

ｔ

て
使
わ
れ

て
い
る
石
塔
断
片
は
、

こ

れ
０
そ
又
見
事
な
費
筐
印
塔
形
屋
蓋
を
倒
置
し
て
、
大
き
な
水
穴
を

穿

つ
た
も

の
な
の
で
ぁ
る
が
、
隅
飾
り
突
起
む
極
め

て
古
式
下
鎌
倉

新
善
光
寺

二
重

石
塔

時
代
も
中
期
に
遡
れ
る
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
笠

上
露
盤
は
あ
き
ら
か
に
三
段
、
後
世
故
意
に
も
ぎ
取
つ
て
三
段
と
し

た
根
述
は
認
め
が
た
い
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
前
述
の

二
重
塔
の
屋
蓋
に
相
違
な
い
。
大
津
近
く
に
こ
の
手
法
の
塔
が
ま
だ

ま
だ
存
在
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
に
足
り
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

第
二
は
、
栗
太
郡
栗
東
町
に
新
善
光
寺
と
云
う
の
が
あ
つ
て
、
そ

こ
の
庭
園
最
奥
部
に
二
重
石
塔
が
あ
る
。
（第
一
回
）
笠
部
が
費
筐
印

塔
式
で
あ
つ
て
ヽ
露
盤
の
段
数
が
こ
れ
亦
毎
重
共
六
段
で
あ
る
が
、

各
重
共
塔
身
は
■
た
て
い
る
。
そ
し
て
少
々
大
き
さ
な
ど
に
不
揃
い

は
あ
る
。
こ
の
塔
で
は
一
重
目
塔
身
が
、
大
面
取
式
に
角
が
な
く
、

し
か
も
費
塔
式
に
首
部
を
有
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
多
賀
大
駐
に
近
い
胡
宮
紳
祗
の
庭
中
に
も
、
こ
れ
よ
り
更
に
不
．

揃
い
で
あ
る
が
、
こ
の
式
の
遺
物
が
あ
る
。
大
津
の
三
井
寺
山
内
勧

學
院
の
庭
中
に
、
笠
が
三
角
式
の
費
塔
が
あ
る
こ
と
は
著
聞
し
て
い

る
が
、
そ
の
少
し
山
手
に
は
、
首
部
の
あ
る
費
塔
々
身
に
費
筐
印
塔

式
笠
部
を
載
せ
た
大
石
塔
が
組
ま
れ
て
あ
る
。
（第
一一日
）
新
善
光
寺

の
も
の
と
云
い
こ
れ
と
云
い
、
首
部
に
載
つ
か
る
笠
部
の
お
さ
ま
り

は
な
か
な
か
よ
ろ
し
い
の
で
、
こ
う
云
う
形
式
の
塔
の
存
在
も
肯
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

一一〓



れ
０
そ
又
見
事
な
費
筐
印
塔
形
屋
蓋
を
倒
置
し
て
、
大
き
な
水
穴
を

穿

つ
た
も

の
な
の
で
ぁ
る．
が
、
隅
飾
り
突
起
む
極
め
て
古
式
ゞ
鎌
倉

各
重
共
塔
身
は
具
え
て
い
る
。
そ
し
て
少
々
大
き
さ
な
ど
に
不
揃
い

は
あ
る
。
こ
の
塔
で
は

一
重
目
塔
身
が
、
大
面
取
式
に
角
が
な
く
、

し
か
も
費
塔
式
に
首
部
を
有
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
多
賀
大
荘
に
近
い
胡
宮
薄
祗
の
庭
中
に
も
、
こ
れ
よ
り
更
に
不

揃
い
で
あ
る
が
、
こ
の
式
の
遺
物
が
あ
る
。
大
津
の
三
井
寺
山
内
勘

學
院
の
庭
中
に
、
笠
が
三
角
式
の
費
塔
が
あ
る
こ
と
は
著
聞
し
て
い

る
が
、
そ
の
少
し
山
手
に
は
、
首
部
の
あ
る
賓
塔
々
身
に
賓
筐
印
塔

式
笠
部
を
載
せ
た
大
石
塔
が
組
ま
れ
て
あ
る
。
（第
二
日
）
新
善
光
寺

の
も
の
と
云
い
こ
れ
と
云
い
、
首
部
に
載
つ
か
る
笠
部
の
お
さ
ま
り

は
な
か
な
か
よ
ろ
し
い
の
で
、
こ
う
云
う
形
式
の
塔
の
存
在
も
肯
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

獅
學
院
石
賓
塔

一
最
後
に
注
意
し
た
い
の
は
、
日
本
の
石
佛
と
し
て
そ
の
彫
顧
の
古

さ
と
大
き
さ
を
誇
り
、
石
佛
信
仰
の
ふ
る
さ
と
と
も
云
う
べ
き
笠
置

の
蒲
勒
石
の
前
に
一
基
の
石
塔
断
片
が
立
つ
て
い
る
。

（口
綸
Ｔ
そ

た
。
こ
れ
を
よ
ぐ
見
る
と
基
礎
は
一
つ
、
塔
身
も

一
つ
、
屋
蓋
は
二

”』〕れて‐ｒ」“岬「「蜘̈
帥̈』げ］鰤”】肇帯脚一」「

直
た
。
昨
年
こ
れ
を
見
直
し
た
時
は
、
こ
の
倒
置
は
正
常
に
置
き
．直

ぎ
れ．．ぞ
い
る
一
そ
し
て
上
端
の
作
ヶ
出
し
は
二
段
し
か
な
く
、
■
”

取
つ
て
力ゝ
く
の
如
く
し
た
形
述
は
な
い
。
も
う

一
つ
こ
の
手
の
屋
蓋

と
、
二
つ
の
塔
身
が
あ
る
と
賓
筐
印
塔
形
式
の
二
重
塔
が
、
完
全
な

復
原
を
見
る
こ
と
と
な
る
。
詳
細
に
見
る
と

一
重
目
屋
蓋
の
隅
飾
り

突
起
と
、
二
重
目
と
な
る
べ
き
六
段
の
露
盤
を
つ
け
た
屋
蓋
の
そ
れ

と
で
は
、
大
分
に
手
法
の
相
違
も
見
ら
れ
る
し
、
幅
も
逓
減
が
な
い

と
云
う
よ
り
も
、　
一
重
目
の
方
が

一
分
方
狭
い
と
云
う
結
末
か
ら
見

て
、
此
の
塔
の―各
部
が
原
初
の
二
重
塔
の
そ
れ
の
遺
存
と
は
違
か
に

決
め
が
た
い
も
の
の
、　
一
重
目
屋
蓋

一
つ
を
存
す
る
こ
と
だ
け
で

も
、
も
と
此
の
種
異
形
二
重
塔
が
存
在
し
た
證
左
と
す
る
こ
と
は
出

来
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．

そ
う
し
て
基
礎
に
あ
る
元
應
の
年
時
銘
は
、
少
く
と
も
基
礎
と
こ

の
一
重
目
屋
蓋
が
同

一
時
製
作
と
見
得
る
結
果
か
ら
、
元
應
の
異
形

二
重
石
塔
と
し
て
、
貴
重
な
一
例
を
加
え
た
も
の
と
云
い
得
よ
う
。

か
て
て
加
え
て
、
こ
こ
は
爾
勒
石
佛
の
ま
ん
前
で
あ
る
、
信
仰
の

地
で
あ
る
。
今
大
和
文
華
館
に
蔵
せ
ら
れ
る
庭
の
笠
置
曼
荼
羅
の
国

は
笠
置
の
信
仰
史
研
究
に
一
大
波
紋
を
投
じ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇

の
元
弘
の
兵
乱
に
燒
け
落
ち
た
と
云
わ
れ
る
爾
勒
石
像
が
著
彩
で
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
穫
堂
だ
と
云
わ
れ
る
廻
廊
風

の
建
物

も
、
書
か
れ
て
い
る
し
、
今
石
造
十
二
重
塔
の
立
つ
て
い
る
所
に
は

つ れ
て  は
い 費
る 筐°

印
基 塔
礎 の
に 残

履資
瑯
年 え
の る
年 の

琥 で
の  ｀

あ そ
る の
こ よ
と う
も に

::
ι)知



多
武
峯
を
思
わ
す
木
造
十
二
重
塔
が
立
つ
て
い
る
よ
う
に
国
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
っ石
佛
の
直
前
に
は
金
燈
籠
も
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
が
こ
の
二
重
の
異
形
石
塔
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
元
應
は
元
弘

よ
り
前
な
の
で
あ
つ
て
、
元
應
に
は
爾
勒
も
あ
ざ
や
か
に
お
わ
し
た

一筈
で
あ
る
。
輝
で
笠
置
彙
茶
羅
は
書
か
れ
た
年
代
に
つ
い
て
議
論
が

一日
わ
さ
れ
て
い
て
、
元
弘
以
後
に
推
想
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
と
云
う

考
え
と
、
元
弘
以
前
、
鎌
倉
中
期
に
か
か
れ
た
筈
と
の
見
解
に
分
れ

一て
い
る
。
爾
勒
如
来
の
踏
め
る
蓮
華
座
が
、
国
に
書
か
れ
て
い
る
よ

う
な
踏
み
割
れ
で
あ
つ
た
か
、　
一
個
の
蓮
華
受
座
で
あ
つ
た
か
と
云

う
よ
う
な
事
と
、
又
木
造
の
十
二
重
塔
が
、
此
の
固
に
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
建
つ
た
の
は
何
の
時
で
あ
る
か
と
云
う
よ
う
な
こ
と
を
決

め
手
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
元
應

の
異
形
石
塔

ｉの存
在
を
無
説
し
て
い
る
。
ｉ
荼
羅
は
こ
の
塔
の
建
つ

前
の
給
小
一
こ
の
塔
が
後
年
他
か
ら
移
韓
し
て
来
た
か
、塔
が
あ
つ
て

も
、
給
が
故
意
に
そ
れ
を
無
説
し
た
か
、
の
何
れ
か
で
あ
る̈
。
そ
し

て
今
立
う
て
い
る
石
性
十
二
重
塔
も
様
式
か
ら
見
て
元
弘
以
後
に
造

ら
れ
た
も
の
２
は
し
が
た
い
。
だ
か
ら
元
弘
に
木
造
塔
が
燒
け
て
か

ら
の
建
立
と
は
考
え
に
く
く
、
他
か
ら
移
韓
し
て
来
た
も
の
か
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
元
弘
以
前
に
も
こ
こ
に
あ
つ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
元
應
―
元
弘
の
間
に
既
に
雨
石
塔
が
揃
つ
て
あ
つ
た
と
す
る
と
、

曼
茶
羅
に
見
ら
れ
る
景
観
は
元
應
よ
り
ま
だ
何
年
か
前
の
様
子
で
、

そ
れ
を
篤
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
給
が
不
用
意
に
こ
の
異
様
の

二
重
石
塔
を
書
き
落
す
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

木
造
十
二
重
塔
そ
の
他
の
木
造
建
築
物
が
罹
災
退
韓
し
た
の
は
元
應

以
前
で
あ
う
だ
と
す
る
と
、
ど
れ
も
こ
れ
も
甚
だ
好
都
合
な
解
繹
が

出
来
る
こ
と
と
な
る
。
元
弘
の
兵
乱
に
よ
る
罹
災
も
充
分
信
じ
ら
れ

る
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
今

一
回
の
焼
亡
が
あ
つ
た

可
能
性
も
存
在
す
る
。

印
ち
元
應
以
前
の
或
時
機
に
罹
災
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
曼
荼
羅

は
固
給
せ
ら
れ
た
。
燒
け
た
建
物
は
低
い
回
廊
様
の
建
物
と
木
造
十

二
重
塔
な
ど
で
、
従
つ
て
本
奪
爾
勒
石
像
に
損
傷
は
少
な
か
つ
た
。

つ
い
で
両
石
塔
の
起
立
と
共
に
高
い
程
堂
は
本
堂
の
意
味
を
以
て
爾

勒
石
像
に
よ
り
近
接
し
て
復
興
さ
れ
、
こ
れ
の
元
弘
兵
乱
羅
災
に
よ

つ
て
、
本
奪
石
像
は
燒
隔
て
ら
れ
る
こ
と
に
成
り
終
つ
た
と
推
定
す

る
。
異
形
二
重
石
塔
の
起
立
に
か
ら
ん
で
、
笠
置
山
伽
藍
の
遷
憂
に

一
推
論
を
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
前
者
の
資
料
を
取
揃
え

た
こ
と
の
み
を
以
て
筆
を
摘
く
。
後
者
の
史
料
に
つ
い
て
は
又
他
日

を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
（昭
和
三
十
三
年
七
月
末
日
稿
）



て
今
立
う
て

い
る
石
性

十
二
重
塔
も
様
式

か
ら
見

て
元
弘
以
後

に
造

・
ら
れ
た
も

の
２

は
し
が
た
い
。
だ
か
ら
元
弘
に
木
造
塔
が
燒
け

て
か

ら

の
建
立
と
は
考
え
に
く
く
、
他
か
ら
移
蒋
し
て
来
た
も

の
か
、

そ

う
で
な
け
れ
ば
、
元̈
弘
以
前
に
も

こ
こ
に
あ

つ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な

る
。
異
形
二
重
石
塔
の
起
立
に
か
ら
ん
で
、
笠
置
山
伽
藍
の
遷
憂
に

一
推
論
を
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
前
者
の
資
料
を
取
揃
え

た
こ
と
の
み
を
以
て
筆
を
摘
く
。
後
者
の
史
料
に
つ
い
て
は
又
他
日

を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
（昭
和
三
十
三
年
七
月
末
日
稿
）
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