
和
泉
国
大
野
寺
土
塔
の
源
流

井

上

薫

、
雁
塔
の
名
の
由
来

慈
恩
寺
の
大
雁
塔

(七
層
、
博
造
、
唐

代
)
は
鐘
楼

(三
層
、
木
造
、
清
代
)

と
と
も
に
西
安

(古
都
長
安
)
の
看
板
と
さ
れ
て
お
り
、
西
安
に
旅
行
す
る
と
、

旅
行
社
の
係
は
ツ
ァ
ー
の
客
を
先
ず
鐘
楼

と
大
雁
塔
に
案
内
す
る
。
西
安
を
紹
介

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
、
鐘
楼
が
表
紙

に
、
大
雁
塔
が
裏
表
紙
に
美
し
い
カ
ラ

ー
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
鐘
楼
は
西
安
の
中
心
部
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
東
西
南
北

に
街
路

(東
大
街

・
西
大
街

・
南
大
街

・
北
大
街
)
が
走

っ
て
お
り
、
大
雁
塔
は

鍾
楼
か
ら
南
南
東
の
方
角
に
建
て
ら
れ
て

い
て
、
西
安
駅
か
ら
な
ら
ば
解
放
路
を

ま

っ
す
ぐ
に
南
進
し
、
平
和
門
を
過
ぎ
、
雁
塔
路
を
南
に
約
四
キ
ロ
進
ん
で
突
き

あ
た
る
と
こ
ろ
が
慈
恩
寺

で
あ
る
。
鐘
楼

や
大
雁
塔
に
の
ぼ

っ
て
西
安
の
市
街
や

郊
外
を
な
が
め
る
と
、
そ
の
景
色
は
す
ば

ら
し
い
。
鐘
楼
と
大
雁
塔
は
西
安

の
史

跡

・
名
所
で
あ
る
ほ
か
、
こ
こ
の
頂
上
か

ら
ほ
か
の
史
跡
や
名
所
を
遠
望
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

慈
恩
寺
は
唐
の
第
三
代
の
天
子
高
宗

(六
四
九
ー
六
八
四
、
在
位
)
が
ま
だ
皇

太
子
で
あ

っ
た
と
き
、
母
の
文
徳
皇
后
の
冥
福
を
祈
り
そ
の
恩
に
む
く

い
る
た
め
、

貞
観
二
f
二
年

(六
四
八
、
日
本
の
大
化
四
年
)
に
階
代
の
廃
寺
を
復
興
し
て
建

て
た
寺
で
あ
り
、
建
立
の
趣
旨
に
よ

っ
て
慈
恩
寺
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

玄
　

(六
〇
二
ー
六
六
四
)
は
貞
観
三
年

(六
二
九
、
野
明
天
皇
元
年
)
仏
教

研
究
の
た
め
イ
ン
ド

へ
ゆ
く
決
心
を
し
て
長
安
を
脱
出
し
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
西

域
な
ど
を
進
ん
で
パ
ミ
ー
ル
高
原
を
越
え
、
イ
ン
ド
に
入
り
、
各
地
で
仏
教
を
学

び
、
仏
像
や
経
典

(六
五
七
部
)
を
た
ず
さ
え
て
貞
観
十
九
年

(六
四
五
)
長
安

に
帰

っ
た
。
こ
の
年
は
大
化
元
年
に
あ
た
る
。

玄
装
は
弘
福
寺
で
経
典
を
漢
文
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
精
励
し
て
い
た
。
高
宗
は

玄
装
を
慈
恩
寺
に
迎
え
、
玄
　
の
翻
訳
事
業
を
支
援
し
、
翻
経
院
を
設
け
た
。
玄

　
は
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰

っ
た
経
典
を
保
存

・
収
納
す
る
た
め
に
塔
を
建
て
る
必

要
を
高
宗
に
説
き
、
永
徽
三
年

(六
五
二
、
白
雅
三
年
)
慈
恩
寺
に
五
層
の
塔
を

造

っ
た
。
そ
れ
が
大
雁
塔
で
あ
る
が
、
創
建
後
ま
も
な
く
七
層
の
塔
に
改
め
ら
れ
、

高
さ
約
六
四
〃メ
ー
ト
ル
で
宝
形
造
り
の
形
を
呈
し
て
い
る
。

大
雁
塔
の
形
は
空
を
飛
ぶ
雁
に
似
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
大
雁
塔

ま

か

だ

こ
く

と

い
う

名

が

つ
け

ら

れ

て

い
る

の
か

。

そ
れ

は

、

玄

　

が

イ

ン

ド

の
摩

掲

陀

国

の

い
ん

と

ら
し
や
い
ら

ぐ
う

は

さ
ん

ス

ツ
　

因
陀
羅
勢
羅
口
詞
山
の
東
峰

に
あ
る
伽
藍
の
前
に
建
て
ら
れ
た
雁
塔
と
よ
ぶ
卒
塔

『1一
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慈恩寺の大雁塔(西 安)

婆
を
実
見
し
、
こ
の
雁
塔
の
由
緒

に
注
目
し
、
慈
恩
寺
の
塔
に
雁
塔
の
名
を

つ
け

た
の
で
あ
る
。
玄
　
か
書

い
た
イ
ン
ド
仏
跡
旅
行
記

『大
唐
西
域
記
』
巻
第
九
に

摩
掲
陀
国
の
伽
藍
と
雁
塔
か
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。

ぜ
ん
き
よ
つ

昔
、
こ
の
伽
藍
で
は
小
乗
を
学
習
し

て
い
た
。
小
乗
は
漸
教

で
あ
る
。
そ
れ

し
た
か

 で
三
種
の
浄
肉
を
免
除
し
て
い
た
。

こ
の
伽
藍
は
小
乗
の
教
え
に
遵
い
、
こ

の
習
慣
を
失

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
後
々
に
三
浄

の
肉
は
時
に
は

手

に
入
ら
な
い
こ
と
も
あ

っ
た
。
あ
る
比
丘
か
散
策
を
し
て
い
る
時
に
、
ふ

と
雁
の
群
れ
か
飛
ん
て
い
る
の
を
見

て
、
戯
れ
に
、

「今
日
は
僧
た
ち
に
食

事
は
ト
分
て
は
な
か

っ
た
。
摩
詞
薩
唾
は

〔も
し
雁
に
化
現
し
て
い
ら
れ
る

な
ら
ば
、
そ
の
肉
を
施
さ
れ
る
〕
今
ま
さ
に
そ
の
時
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
」
と
言

っ
た
。
そ
の
声
か
ま
だ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に

一
匹
の

雁
か
後
戻
り
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
僧
の
前
に
身
を
投
じ
て
自
殺
し
て
し
ま

っ
た
。
比
丘
は
こ
れ
を
見
て
詳
し
く
僧
た
ち
に
話
し
た
。
こ
の
話
を
聞
く
も

の
は
悲
し
み
、
み
な
互
い
に
、

「如
来
は
諸
梗
の
法
門
を
設
け
て
人
々
を
機

に
臨
み
指
導
さ
れ
ま
し
た
の
に
、
私
た
ち
は
愚
か
に
も
漸
教
を
遵
奉
し
て
い

ま
し
た
。
大
乗
は
正
理
で
す
。
今
ま
で
の
習
慣
を
改
め
て
仏
の
み
教
え
に
従

う
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
雁
は
教
訓
を
垂
れ
、
り

っ
ぱ
に
指
導
を
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
厚
徳
を
表
彰
し
こ
の
事
跡
を
永
久
に
伝
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

と
言
い
あ

っ
た
。
そ
こ
で
卒
堵
波
を
建
て
て
そ
の
遺
業
を
明
記
し
、
そ
の
死

ん
だ
雁
を
塔
の
下
に
埋
め
た
。

(水
谷
真
成
訳

『大
唐
西
域
記
』
昭
和
四
六

年
、
平
凡
社
発
行
、
二
三
三
ペ
ー
ジ
)

し
ゆ
し
よ
う

摩
詞
薩
睡
は
大
士

(仏
以
外
の
衆
生
の
中
で
最
上
位
の
さ
と
り
の
境
地
に
達
し

て
い
る
者
)
と
訳
さ
れ
、
菩
薩

(自
利

・
利
他
の
大
願
大
行
を
有
す
る
者
)
の
美

称
で
、
右
に
引
用
し
た
説
話
の
中
で
、
雁
は
仏
教
の
真
理
を
護
持
す
る
の
に
役
立

て
は
よ
い
と
生
命
を
投
げ
出
し
、
比
丘
ら
は

「
こ
の
雁
・は
菩
薩
な
り
。
何
人
か
敢

て
食
は
ん
。
自
今
已
後
、
よ
ろ
し
く
大
乗
に
よ
り
て
更
に
三
浄
の
肉
を
食
す
べ
か

ら
す
」
と
い
い
、
雁
を
霊
塔
に
葬
む

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
亥
装
は
摩
掲
陀
国

の
雁
塔
の
由
緒
に
心
ひ
か
れ
、
慈
恩
寺
に
建
て
た
塔
を
大
雁
塔
と
名
づ
け
た
の
で

あ
る
。
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二
、
大
雁
塔
と
小
雁
塔

西
安

の
薦
福
寺
に
小
雁
塔
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
鐘
楼
の
西
南
西
に
あ
り
、
鐘
楼

か
ら
南
関
正
街
を
南
進
し
、
南
梢
門

(南
関
正
街
と
友
誼
東
路
の
交
叉
点
)
の
と

こ
ろ
で
西
に
折
れ
る
と
す
ぐ
左
側
が
寺

で
あ
る
。
こ
の
寺
地
に
は
も
と
晴
の
蜴
帝

の
邸
が
あ

っ
た
が
、
の
ち
唐
の
則
天
武
后
が
文
明
元
年

(六
八
四
)
高
宗
の
崩
後

一
〇
〇
日
に
、
こ
こ
に
大
献
福
寺
を
建
て
、
天
寿
元
年

(六
九
〇
)
薦
福
寺
と
改

称
し
た
。
中
宗
が
大
き
な
手
入
れ
を
加
え
、
神
竜
年
間

(七
〇
五
ー
ヒ
〇
六
)
以

来
、
経
典
の
翻
訳
が
こ
こ
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
著
名
と
な

っ
た
。
景
龍
年
間
(七

〇
七
ー
七
〇
九
)
宮
人
ら
が
財
を
集
め
て

一
五
層
の
博
塔
を
建
て
た
。
こ
れ
が
小

撒
・翻

、

、

薦福寺の小雁塔(西 安)

雁
塔
で
あ
る
。
そ
の
名
は
慈
恩
寺
の
大
雁
塔
に
な
ら

っ
て
つ
け
ら
れ
、
規
模
が
小

さ
い
の
で
小
雁
塔
と
呼
ば
れ
た
。

関
野
貞
氏
の
論
考

「
慈
恩
寺
大
雁
塔
と
薦
福
寺
小
雁
塔
の
彫
刻
図
様
」

(
『支

那
の
建
築
と
芸
術
』
岩
波
書
店
、
昭
和

=
二
年
)
に
よ

っ
て
両
塔
の
規
模
や
内
部

設
備
な
ど
を
見
て
お
こ
う
。
小
雁
塔
の
平
面
は
方
形
で
、
初
層
の
広
さ
は
方
三
ヒ

尺

一
寸
七
分

(
一
一
・
二
六
メ
ー
ト
ル
)
を
は
か
り
、
今
は
上
の
二
層
が
壊
れ

一

三
層
だ
け
残
る

(高
さ
は
四
三
メ
ー
ト
ル
)
。
各
層
の
高
さ
は
初
層
が
最
も
高
く
、

第
二
層
以
上
は
い
ち
じ
る
し
く
低
く
、
且

2
局
さ
か
少
し
ず

つ
遊
減
し
て
い
る
。

各
層
の
広
さ
は
減
縮
の
度
が
少
な
く
、
第
三

・
四
層
が
少
々
ふ
く
れ
、
秀
麗
な
輪

郭
を
呈
す
る
。

初
層
の
正
面
に
入
口
を
開
き
、
中
心
に
方

一
三
尺
四
寸
七
分

(方
四

・
〇
八
メ

ー
ト
ル
)
の
室
が
あ
る
。
も
と
は
前
後
に
入
口
が
あ

っ
た
が
、
今
は
後
方
を
ふ
さ

い
で
お
り
、
昔
は
上
層
ま
で
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
が
、
今
は
各
層
の
床

が
な
く
、
最
上
層
の
屋
根
ま
で
突
抜
け
で
い
る
。
初
層
の
内
部
正
面
の
仏
壇
上

に

厨
子
が
あ
り
、
内
に
菩
薩
像
を
安
置
し
、
左
右
に
各
五
体
の
仏
像
が
並
び
、
そ
の

上
に
棚
の
よ
う
に
持
ち
出
し
正
面
に
釈
迦
三
尊
を
ま
つ
り
、
左
右
に
六
羅
漢
の
像

を
安
置
し
て
い
る
。

大
雁
塔
が
五
層
か
ら
七
層
に
改
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
関
野
貞
氏
の
論
考
(前

掲
)
の
記
述
を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
玄
　
が
建
て
た
塔
の
基
壇
は

方

一
四
〇
尺

(方
約
四
二

・
四
メ
ー
ト
ル
)
で
、
基
壇
と
五
層
お
よ
び
相
輪
を
合

わ
せ
た
全
高
は
約

一
八
〇
尺

(約
五
四

・
五
メ
ー
ト
ル
)
で
、
最
上
層
は
石
を
用

3



い
て
室
を
造
り
、
内
に
太
宗
撰
文
の
大
唐
三
蔵
聖
教
序
碑
と
高
宗
撰
文
の
大
唐
三

蔵
聖
教
序
記
碑
を
立
て
た

(と
も
に
口
遂
良
の
筆
)
。
と
こ
ろ
が
塔
は
博
表
土
心

(内
部
は
土
を
以
て
築
き
、
外
面
だ
け
博

を
貼
り

つ
け
た
)
で
あ

っ
た
の
で
草
や

木
が
生
え
、
し
だ
い
に
壊
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
則
天
武
后
の
長
安
年
中

(七
〇

一

-
七
〇
四
)
、
基
壇
を
そ
の
ま
ま
と
し
、
塔
身
全
部
を
こ
ぼ
ち
、
新
た
に
西
域

の

卒
堵
波

の
制
を
模
し
六
層
博
築
の
塔
婆
を
建
て
た
。
塔
身
の
初
層
は
方
八
三
尺
で
、

全
高

の
目
測
は
約
二
〇
〇
尺

(約
六
四
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
。
各
層
の
大
き
さ
と

高
さ
は
し
だ
い
に
減
縮
し
、
落
着

い
た
外
観
を
呈
す
る
。
軒
の
部
分
は
博
を
積
み

出
し
て
形
づ
く

っ
て
お
り
、
屋
根
が
博
の
ま
ま
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
今
は
草

や
木
が
生
え
て
い
る
の
で
分
ら
な
い
。
相
輪
も

一
部
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
初
層

で
は
中
央
に
方
形
の
室
が
あ
り
、
四
方
に
長
い
入
口
を
開
い
て
お
り
、
中
央
の
室

か
ら
木
の
階
段
を
の
ぼ
れ
ば
最
上
層
に
達
す
る
。
初
層
正
面
の
入
口
の
左
右
に
別

の
入
口
を
開
き
、
そ
の
奥
に
太
宗
と
高
宗

の
撰
文
の
碑
が
立
て
て
あ
り
、
再
築
の

と
き
最
上
層
か
ら
こ
こ
へ
移
し
た
の
で
あ

る
。

関
野
氏
の
論
考
で
は
、
大
雁
塔
が
長
安
年
間
の
改
修
で
六
層
と
さ
れ
た
ま
ま
の

姿
で
今
日
ま
で
存
続
し
て
い
る
と
記
す
が
、
長
安
年
間
の
改
修
の
の
ち
、
唐
代
の

間
に
七
層
と
な
り
、
現
在
わ
れ
わ
れ
は
七
層
の
姿
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
望
月

信
亨
編

『
仏
教
大
辞
典
』
の

「雁
塔
」
の
項
に

「
(玄
　
は
)
西
域
の
制
度
に
微

ひ
て
五
層
と
し
、
相
輪
露
盤
を
設
け
、
各
層
に
皆
舎
利
を
置
き
、
上
層
は
石
を
以

て
室
と
な
す
。」
と
記
し
、
太
宗
と
高
宗
の
三
蔵
聖
教
序

(記
)
碑
に
つ
い
て
述

べ
、

つ
い
で

「後
長
安
年
間
、
東
夏
の
刹
表

の
旧
式
に
依
り
て
塔
を
改
造
し
、
更
に

一

層
を
加

へ
て
六
層
と
な
せ
り
。
尋
い
で
唐
代
に
七
層
と
な
り
、

(章
八
元
顕
慈
恩

寺
塔
詩
に
十
層
と
あ
り
。
又
西
安
府
志
所
引
の
遊
城
南
記
に
は
、
十
層
の
塔
、
兵

余
に
七
層
を
存
す
る
の
み
と
あ
り
)
五
代
長
興
年
間
再
修
し
て
面
目
を

一
新
し
、

宋
熈
寧
中
、
火
災
に
罹
り
、
明
天
順
年
間
、
清
康
熈
年
間
重
修
を
経
て
以
て
今
日

に
至
れ
り
8
と
述
べ
て
い
る

(第

一
巻
、
四
七

一
ー
四
七
二
ペ
ー
ジ
、
昭
和
八
年
、

世
界
聖
典
刊
行
会
発
行
)
。
章
元
八
の
詩
や

「遊
城
南
記
」
に
記
す
と
こ
ろ
が
正

し
い
な
ら
ば
、
大
雁
塔
は
七
層
と
な
る
前
に
十
層
で
あ

っ
た
時
期
が
存
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

し
ん
じ
ん

こ
う
せ
き

せ
つ
き
よ

と
も

峯
参

の
詩

「
与
高
適

・
口
拠
同
登
慈
恩
寺
浄
図
」

(高
適

・
醇
拠
と
与
に
慈
恩

寺
の
浮
図
に
登
る
)

1
塔
勢
如
湧
出

2
孤
高
葺
天
宮

3
登
臨
出
世
界

4
鐙
道
盤
虚
空

5
突
兀
圧
神
州

6
岬
蝶
如
鬼
工

7
四
角
擬
白
日

8
七
層
摩
蒼
弩

9
下
窺
指
高
鳥

10
術
聴
聞
驚
風

11
連
山
若
波
涛

で
は
、
七
層
の
姿
を
詠
じ
て
い
る

塔
勢

湧
出
す
る
如
く

孤
高

天
宮
に
葺
ゆ

登
臨

世
界
を
出
で

と
う
と
う

こ

く
う

め
ぐ

鐙
道

虚
空
を
盤
る

と
つ
こ
つ

突
兀
と
し
て
神
州
を
圧
し

そ
う
こ
う

き

こ
う

岬
嘆
と
し
て
鬼
工
の
如
し

し

か
く

さ
ま
た

四
角

白
日
を
磯
げ

そ
う
き
ゆ
う

ま

七
層

蒼
實
を
摩
す

か

き

こ
う
ち
よ
う

ゆ
び

下
窺
し
て
高
鳥
を
指
さ
し

ふ
ち
よ
う

き
よ
う
ふ
う

術
聴
し
て
驚
風
を
聞
く

は

と
う

連
山
は
波
涛
の
如
く

(
第

8
句

)
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12
奔
走
似
朝
東

13
青
松
爽
馳
道

14
宮
観
何
玲
聴

15
秋
色
従
西
来

16
蒼
然
満
関
中

17
五
陵
北
原
上

18
万
古
青
濠
濠

19
浄
理
了
可
悟

20
勝
因
夙
所
宗

21
誓
将
桂
冠
去

22
覚
道
資
無
窮

秋 宮謬青 奔兇う

色 観父松 走ξ

ち
よ
う

東
に
朝
す
る
に
似
た
り

ち

と
う

さ
し
は
さ

馳
道
を
爽
み

れ
い
ろ
う

何
ぞ
玲
瀧
た
る

よ

西
従
り
来

り

前
野
氏
の

『唐
詩
選
」

を
掲
げ
る
ほ
か
に
、

詩
の
内
容
や
詩
が
詠
ま
れ
た
背
景
な
ど
を
知
る
の
に
大
変
参
考
に
な
り
、

詩
に
親
し
み
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

五
ー
七
七
〇
)
は
荊
州
江
陵
の
人

の
進
士
で
、
安
西

・
河
西
な
ど
の
節
度
使

の
幕
僚
と
な
り
長
く
塞
外
に
勤
務
し
、

安
禄
山
の
乱
の
さ
い
鳳
翔

(峡
西
省
)
に
あ

っ
た
粛
宗
の
陣
に
駈
け

つ
け
、
杜
甫

ら
の
推
薦
で
右
補
閾
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

蒼
然
と
し
て
関
中

に
満

つ

ほ
く
げ
ん

ほ
と
り

五
陵

北
原
の
上

ば
ん

こ

せ
い
も
う
も
う

万
古

青
濠
濠

り
よ
う

さ
と

べ

浄
理

了
と
し
て
悟
る
可
く

し
よ
う

い
ん

つ
と

そ
う

勝
因

夙
に
宗
と
す
る
所

ま
さ

か
ん
む
り

か

誓

っ
て
将
に
冠
を
桂
け
て
去
り

か
く
と
う

む
き
ゆ
う

覚
道

無
窮
に
資
せ
ん
と
す

(前
野
直
彬
注
解

『唐
詩
選
」
上
、

岩
波
文
庫
、
五
〇
ー
五

一
ペ
ー
ジ
)

(上

・
中

・
下

)
は
、
詩
句
の
注
釈
と
詩
全
体
の
通
釈

下
巻
に

「唐
詩
選
詩
人
小
伝
」
を
掲
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、

唐
代
の

そ
の

「
小
伝
」
に
よ
る
と
、
峯
参

(七

一

(
一
説

に
南
陽
の
人
)
、
天
宝
三
載

(七
四
四
)

と
こ
ろ
で
前
野
直
彬
氏
は
第
4
句
の

「燈
道
」
に
注
釈
し

「石
段
の
道
。
塔
の

入
口
ま
で
登
る
石
段
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
第
4
句
を
通
釈
し

「塔

へ
至

る
石
段
は
う
ね
う
ね
と
、
大
空
を
旋
回
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
だ
8
と
記

し
て
い
る
が
、
私
は
注
釈
と
通
釈
が
と
も
に
お
か
し
い
と
考
え
る
。
諸
橋
轍
次
著

『
大
漢
和
辞
典
』
に

「鐙
」
に
つ
い
て
三
つ
の
読
み
か
た

(訓
)
を
あ
げ
、
ω
よ

ろ
め
く

(よ
ろ
よ
ろ
す
る
)
、
②
ふ
む

(登
に
同
じ
)
、
㈲
の
ぼ
る
(
登
に
同
じ
)、

熟
語
と
し
て

「鐙
踏
」
ト
ゥ
タ
フ

(ふ
み
だ
ん
)
を
掲
げ
て
い
る

(巻
十
の
九
五

三
ペ
ー
ジ
、
昭
和
三
三
年
、
大
修
館
書
店
発
行
)
。
峯
参
の
詩
に
み
え
る
鐙
道
は

諸
橋
辞
典
の
②
ま
た
は
㈲
の
意
味
を
も

っ
て
解
釈
す
る
の
が
よ
く
、
大
雁
塔
の
初

層
の
内
部
か
ら
最
上
層
ま
で
登
る
階
段
を
さ
し
、
螺
旋
状
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

で

「
盤
る
」
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
約
六
四
メ
ー
ト
ル
の
高
所
に
ま
で
螺
旋

状

の
階
段
を
登
る
か
ら

「虚
空
を
盤
る
」
と
詠
じ
た
も
の
と
思
う
。

私
は
昭
相
五
十
五
年
に
西
域
学
術
訪
中
団

(団
長
横
田
健

一
氏
)
に
参
加
し
、

西
安
に
三
泊
し
た
が
、
七
月
二
十
五
日
に
大
雁
塔
に
登

っ
た
。
息
切
れ
が
し
、
途

中
で
数
回
休
ま
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
高
所
か
ら
西
安
の
郊
外
ま
で
遠
望
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

峯
参
の
詩
は
、
第
1
句
か
ら
大
雁
塔
の
高
く
そ
び
え
て
い
る
こ
と
を
詠
じ
て
お

り
、
第
2
句
の

「
孤
高

天
宮
に
葺
ゆ
」
や
第
3
句
の

「登
臨

世
界
を
出
で
」

に
つ
づ
く
第
4
句
に
み
え
る

「
口
道

虚
空
を
盤
る
」
と
い
う
意
味
も
高
所
に
登

る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
前
野
氏
の
解
釈
で
は
、
塔
の
高
い
こ
と
を
述
べ
る
第

3
句
と
第
5
句
と
の
あ
い
だ
に
塔
の
入
口
へ
至
る
石
段
の
こ
と
が
介
在
す
る
こ
と
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に
な
る
の
で
、
す
ぐ
れ
た
解
釈
と
い
え
な

い
。
ま
た
塔
の
入
口
ま
で
の
石
段
が
う

ね
う
ね
と
し
て
い
る
と
か
、
大
空
を
旋
回
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
か
通
釈
す

る
の
は
大
袈
裟
で
あ
り
、
じ

っ
さ
い
と
合

わ
な
い
。

三
、
大
雁
塔
初
層
楯
石
線
刻
仏
殿
図

大
雁
塔
初
層
西
面
入
口
上
部
の
楯
石
に
は
、
仏
殿
内

に
お
け
る
釈
迦
説
法
の
図

が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
関
野
貞
氏
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
五
間

単
層
四
注
の
仏
殿
内
の
中
央
に
説
法
す
る
釈
迦
は
蓮
華
座
の
上
に
跣
坐
し
、
そ
の

前
方

に
香
炉
が
置
か
れ
て
い
る
。
釈
迦
の
左
に
九
人
の
菩
薩
、
右
に
八
人
の
菩
薩

が
蓮
華
座
の
上
に
侍
し
、
仏
殿
の
左
右
の
軒
廊
内
に
各
二
人
の
菩
薩
が
立
つ
。
関

野
貞
氏
は
こ
の
仏
殿
図
の
建
築
様
式
が
奈
良
時
代
の
寺
院
建
築
の
様
式

に
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。

ω
線
刻
図
中
の
仏
殿
は
正
面
五
間
で
、
最
も
前
方
の

一
列
の
柱
間
が
壁
を
つ
け

ず
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、
奈
良

・
平
安
時
代
の
大
極
殿
の
場
合
に
も
同
じ
で

あ
る
。

②
柱
は
円
形
で
長
く
、
頂
部
の
肩
を
少
し
く
丸
く
落
と
し
て
い
る
の
は
唐
招
提

寺
金
堂
の
柱
と
同
じ
で
あ
る
。

⑧
軒
は
二
重
極
で
、
地
種
は
丸
く
飛
櫓

は
角
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
は
薬
師
寺

東
塔
や
唐
招
提
寺
金
堂
な
ど
と
同
様

で
あ
る
。
隅
木
に
風
鐸
を
か
け
て
い
る

の
も
当
時
の
日
本
の
仏
殿
と
似
る
。

ω
屋
根
は
四
注
造

(寄
棟
造
)
で
、
唐
代
に
最
も
重
要
な
殿
宇
の
屋
根
は
四
注

と
さ
れ
、
入
母
屋
造
と
切
妻
造
が
そ
れ
に
つ
ぐ
。
奈
良
時
代
の
大
極
殿

・
東

大
寺
大
仏
殿

・
唐
招
提
寺
金
堂

・
興
福
寺
金
堂
な
ど
も
四
注
の
屋
根
を
も

つ

の
は
唐
制
の
影
響
で
あ
る
。

⑤
仏
殿
図
の
屋
根
は
本
瓦
葺
で
、
大
棟
の
両
端
に
鴉
尾
を
あ
げ
て
い
る
が
、
唐

招
提
寺
金
堂
の
鵬
尾
と
同
形
式
で
あ
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。

関
野
氏
は
右
の
よ
う
な
共
通
点
を
あ
げ
る
と
と
も
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
注
意
さ
れ

た
。
唐
代
の
木
造
建
築

の
遺
例
が
な
く
、
唐
代
の
木
造
建
築
の
様
相
を
研
究
す
る

に
は
日
本
の
奈
良
時
代

の
そ
れ
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
奈
良
時

代
の
建
築
は
唐
代
様
式
の
模
写
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
多
少
日
本
趣
味
に
よ

っ
て

変
化
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
唐
側
の
実
例
が
な
い
の
で
的
確
に
判
断
で
き

な
か

っ
た
。
幸
い
に
大
雁
塔
楯
石
の
線
刻
図
に
唐
代
建
築
の

一
班
を
知
る
図
像
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は

一
つ
の
転
機
を
画
す
る
こ
と
と
な

っ
た
、
と

(前
掲

「慈
恩
寺
大
雁
塔
と
薦
福
寺
小
雁
塔
の
彫
刻
図
様
」
。
も
と

『
建
築
雑
誌
』
第
二

九
輯
第
三
四
七
号

・
第
三
四
八
号
、
大
正
四
年
十

一
月

・
十
二
月
に
掲
載
)
。

唐
招
提
寺
の
南
門
に
立

っ
て
金
堂
を
な
が
め
て
撮
影
し
た
写
真
と
、
大
雁
塔
仏

殿
線
刻
図
を
並

べ
て
み
る
と
、
唐
招
提
寺
金
堂
が
七
間
四
面
で
あ
る
の
に
対
し
大

雁
塔
仏
殿
図
の
正
面
が
五
間
で
あ
る

(奥
行
は
四
間
か
ど
う
か
読
み
と
り
に
く
い
)

と
い
う
相
違
点
を
こ
え
て
、
両
者
の
建
築
手
法
が

一
致
し
て
い
る
の
は
興
味
深
く
、

唐
の
文
化
が
い
か
に
強
く
多
く
奈
良
時
代
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
考
え
さ

せ
ら
れ
る
。
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四
、
大
雁
塔
と
行
基
建
立
大
野
寺
土
塔

前
節

(三

大
雁
塔
初
層
椙
石
線
刻
仏
殿
図
)
で
見
て
き
た
唐
文
化
の
日
本
に

対
す
る
影
響
の
大
き
さ
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

つ
ぎ
に
取
上
げ
た
い
の
は
鹿
谷

寺

(大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
山
田
字
金
山
谷
二
〇
六
五
)
の
石
造
十
三
重
塔
で

あ
る
。
寺
跡
は
二
上
山
の
雌
岳
か
ら
西
南

に
の
び
た
尾
根
の
先
端
部
を
南
北
に
横

切

っ
て
開
さ
く
削
平
し
た
平
地
に
あ
り
、

こ
の
付
近
は
二
上
火
山
か
ら
噴
出
し
た

凝
灰
岩

(大
坂
の
石
)
の
石
切
場
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
石
窟
や
石
塔
が
み
ら
れ
る
。

ω
石
窟

十
三
重
石
塔
の
東
側
の
石
に
如
来
坐
像
三
体

(蓮
華
座
に
坐
し
、
頭

光
を
負
う
)
が
線
刻
さ
れ
、
像
高

は
約

一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
の
石

窟
は
寺
の
金
堂
の
役
割
を

つ
と
め
た
と
い
わ
れ
る
。

②
石
造
十
三
重
塔

基
底
部
は

一
辺
約

一
・
六
メ
ー
ト
ル
の
方
形
で
、
塔
全
体

の
高
さ
は
約
五

・
ニ
メ
ー
ト
ル
。

㈹
石
造
小
塔

十
三
重
石
塔
の
南
方
崖
下
に
あ
り
、
方
尖
碑
状
を
呈
し
、
高
さ

は
約

一
・
六
九
メ
ー
ト
ル
。

ゆ
岩
塊
に
浮
彫
り
さ
れ
た
仏
像

十
三
重
石
塔
の
西
南
。
仏
像
は
半
肉
彫
り
の

立
像
。

右
の
ω
②
③
は
地
山
の
石
を
彫
り
残
し

て
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
異
な
も

の

で
あ
る
。
③
石
造
小
塔
よ
り
南
方
の
崖
下

の
平
地
か
ら
和
同
開
称
や
奈
艮
時
代
の

土
器
が
出
土
し
、
天
平
宝
字
五
年

「造
法
華
寺
金
堂
所
解
」
に

「
五
十
四
貫
文
作

大
坂
白
石

一
千
九
百
六
十
五
穎
功
」
と
記
さ
れ
る
大
坂
白
石
は
こ
こ
の
石
切
場
か

ら
採
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(竹
内
理
三
編

『
寧
楽
遺
文
』中
の
四
八

一
ペ
ー
ヅ
)
。

右
の
②
石
造
十
三
重
塔
の
形
は
薦
福
寺
小
雁
塔
に
大
層
近
似
し
て
お
り
、
小
雁
塔

が
奈
良
文
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
ひ
と
つ
と
考
え
る
。

さ
て
、
玄
　
が
日
本
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
彼
の
イ
ン
ド
留

学
が

一
六
年
の
長
期
に
わ
た
り
、
大
部
な
経
典
を
持
ち
帰
り
漢
訳
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
当
然
の
結
果
で
あ
る
が
、
ま
た
玄
　
に
直
接
師
事
し
た
道
昭

(白
雅
四
年
、

六
五
三
年
入
唐
)
の
よ
う
な
僧
が
い
た
か
ら
玄
　
の
影
響
が
い
っ
そ
う
日
本
に
及

ん
だ
。
道
昭
は
玄
　
の
住
房
に
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
、
破
格
の
優
遇
を
受
け
た
。

あ
る
と
き
玄
　
は
道
昭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
。
自
分
が
西
域
で
飢
え
た
と
き

(
イ
ン
ド
に
赴
い
た
さ
い
)
ひ
と
り
の
僧
が
私
に
梨
を
呉
れ
、
そ
れ
を
食
べ
た
お

か
げ
で
気
力
を
健
全
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
汝
は
そ
の
梨
を
呉
れ
た
僧

で
あ
る
、
と

(
『
続
日
本
紀
』
文
武
四
年
三
月
十
日
条
、
道
昭
の
伝
記
)
。
玄
　

の
言
葉
は
道
昭
が
大
変
に
気
に
い
り
の
弟
子
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

道
昭
は
唐
か
ら
帰
り
、
元
興
寺
の
東
南
隅
に
禅
院
を
建
て
、
弟
子
を
教
え
る
と

と
も
に
各
地
を
め
ぐ

っ
て
井
戸
を
掘
り
、
津
に
船

・
橋
を
そ
な
え
、
社
会
事
業
を

展
開
し
て
お
り
、
行
基
は
伝
道
と
社
会
事
業
を
パ
ラ
レ
ル
に
進
め
た
こ
と
か
ら
推

測
す
る
と
、
行
基
は
道
昭
に
師
事
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
基
は
和
泉
国
の
大
野

寺

(神
亀
四
年
、
七
二
七
建
立
)
に
土
塔
を
造

っ
て
お
り

(堺
市
土
塔
町
の
大
野

寺
に
残
る
)
、
こ
の
塔
の
材
質
と
形
式
が
法
隆
寺
五
重
塔
や
薬
師
寺
三
重
塔
な
ど

の
木
造
楼
閣
建
築

に
し
た
が
わ
ず
に
、
土
製
の
戴
頭
方
錐
形

(ピ
ラ
ミ

ッ
ト
の
よ

う
に
正
四
角
台
錐
と
し
、
頂
上
を
す
こ
し
切
り
と

っ
た
と
こ
ろ
へ
宝
珠
を
の
せ
て
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い
る
)
と
し
た
の
は
、
玄
莫
が
建
て
た
大
雁
塔
の
材
質
と
形
式
に
な
ら

っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

行
基
の
活
動
と
施
設
造
り
に
つ
い
て
、
玄
装
↓
道
昭
↓
行
基
と
い
う

つ
な
が
り

な

べ

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
玄
　
は
西
域
か
ら
持
ち
帰

っ
た
錨
子
を
形
見
と
し

て
道
昭

に
与
え
、
こ
の
錨
子
を
用
い
て

「
物
を
煎
て
病
を
養
う
に
神
験
あ
ら
ず
と

い
う
こ
と
無
し
」
と
い

っ
て
お
り

(前
掲

『続
日
本
紀
』
の
道
昭
伝
)
、
「西
域
」

の
語
が
道
昭
の
伝
記
に
二
回
み
え
る
が
、
西
域

に
多
い
土
製
の
塔
は
玄
口
が
イ
ン

ド
旅
行
の
と
き
実
見
し
、
西
域
の
土
塔
の
制
に
も
と
つ
い
て
大
雁
塔
を
造

っ
て
い

る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
西
域
の
土
塔
は
大
雁
塔
に
集
約
さ
れ
、

西
域
の
土
塔
と
大
雁
塔
は
道
昭
を
と
お
し
て
行
基

に
知
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、

私
は
大
野
寺
土
塔
が
西
域
の
土
塔
と
大
雁
塔
を
結
ぶ
線
上

に
成
立
し
た
と
考
え
た

い
。

五
、
大
野
寺
土
塔
の
原
形

イ
ン
ド
の
ス
ツ
ー
パ

(仏
塔
)
の
系
譜
を
ひ
く
大
野
寺
土
塔
は
、
日
本
で
木
塔

が
塔
の
大
部
分
を
占
め
る
中
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
特
異
で
あ
り
、
重
要
な
意
義

を
も

つ
建
造
物
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
七
年
に
破
壊
さ
れ
か
か

っ
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
受
難
を
買
収
保
存
に
よ

っ
て
切
り
ぬ
け
た
注
目
す
べ
き
い
き
さ
つ
を
も

っ
て

い
る
。

大
阪
府
教
育
委
員
会
編

『大
阪
府
の
文
化
財
』

(昭
37
)
は

「史
跡
大
野
寺
土

塔
の
保
護
」
の
項
に

「
大
野
寺
の
東
南
に
、
当
時
の
考
古
学
界
で
土
塔
方
形
墳
な

ど
と
呼
ば
れ
、
古
墳
と
認
め
ら
れ
て
い
た
特
異
な
方
錐
状
土
山
が
あ

っ
た
が
、
昭

和
二
十
七
年
頃
に
な

っ
て
そ
の
東
北
隅
角
か
ら
採
土
破
壊
が
頻
り
と
な

っ
た
。
そ

れ
が
稀
有
な
塔
婆
形
式
の
土
塔
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
本
府
教
育
委

員
会
で
は
、
そ
の
保
存
に
努
力
を
傾
注
し
た
。
そ
の
土
壌
お
よ
び
敷
地
の
買
収
に

つ
い
て
府
費
予
備
費

の
支
出
を
画
し
、
幸
い
十
月
十
日
に
は
土
地
所
有
者
お
よ
び

土
壌
買
収
者
か
ら
、
買
収

の
契
約
を
了
す
る
ま
で
に
こ
ぎ
つ
け
、
永
劫
の
保
存
を

期
し
う
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
し
て
翌
二
十
八
年

一
月
十
七
日
に
は
史
跡
の
仮
指

定
を
お
こ
な
,っ
た
。

つ
い
で
文
化
財
保
護
委
員
会
あ
て
史
跡
の
本
指
定
を
申
請
し
、

同
年
三
月
三
十

一
日
付
で
官
報
告
示
が
あ

っ
た
。
こ
れ
が
本
府
に
お
い
て
、
ま
た

お
そ
ら
く
全
国
的
に
み
て
も
地
方
庁
が
史
跡
等
の
買
収
保
存

に
踏
み
切

っ
た
最
初

の
事
例
で
あ

っ
た
8
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
土
山
を
土
塔
方
形
墳
と
呼
ぶ
説
は
誤
り
で
、
土
盛
り
の
仏
塔

(塔
婆
)
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
の
で

(
『行
基
』
人
物
…叢
書
、昭
34
、吉
川
弘
文
館
)、

こ
こ
で
は
繰
返
さ
な
い
。

『大
阪
府
の
文
化
財
』
は
ま
た

「
大
野
寺
土
塔
の
実
測
調
査
」
の
項
で

「堺
市

ど
う
と
う

土
塔
町
の
真
言
宗
大
野
寺
か
ら
、
道
を

へ
だ
て
た
東
南
の
畑
中
に
、
土
塔
ま
た
は

塔
山
と
呼
ば
れ
る
方
錐
状
の
堆
土
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
神
亀
四
年
、
僧
行
基
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
大
野
寺

の
法
燈
を
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
堆
土
は
、
家
原
寺

に
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財

『
行
基
菩
薩
行
状
絵
伝
』
の
大
野
寺
の
部
分

に
、
そ
の

原
形
の
描
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
土
塔
そ
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
、
大
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阪
府
教
育
委
員
会
で
は
こ
の
土
塔
の
緊
急
保
護
措
置
と
し
て
、
史
跡
仮
指
定
を
お

こ
な

っ
た
が
、
そ
の
た
め
実
体
を
把
握
す

る
必
要
が
あ
り
、
堅
田
直
氏
に
嘱
し
て
、

寺
跡

一
帯
と
土
塔
そ
の
も
の
の
地
形
測
量
を
お
こ
な
っ
た
。
現
状
で
は
土
塔
の
東

北
隅
角
は
、
は
な
は
だ
し
く
採
土
せ
ら
れ
、

ま
た
周
囲
の
畑
地
耕
作
に
よ
る
蚕
食

が
あ

っ
て
、

ー

そ
の
形
態
を

◇

㌧

鄭

藩

畿灘
、
灘

鑑 嚇喋驚
f聴 嵐

遍鰻霧
r

が ぬct　 ミ　デ

.YA..::.,一:.蜂 ∵ ≧灘.脇 罫 、V

。v・ 懸 証畷 難 義 勲4¥難

行基絵伝に描かれた大野寺土塔(向 か って右下)

藩 
津

ハ

く
轄

損
じ
.
高
さ

九
材
、
東
辺

長
五
二
材
、

西
辺
長
四
八

材
、
南
辺
喪

五
七
材
、北
辺

長
五
三
材
を

測
る
が
、
元

来
は
辺
長
五

〇
競
強
を
有

し
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の

断
面
に
現
わ

れ
た
柱
状
土

大野寺土塔(行 基絵伝)
の模写図

も

の

で
、

絹

本

着

色

、

三

幅

か

ら

成

る
。

『
行

基

絵

伝

』

●

 働
年
六
十
歳
神
亀
四
年

短
冊
型

の
囲
み
の
な
か
に

「大
野
寺

」
と
記
し
、
寺
が
神
亀

十
三
重
土
大
塔
在
之

四
年

(行
基
六
十
歳
の
と
き
)
の
建
立
で
、
土
塔
の
層
が
十
三
重
と
の
意
味
で
あ

る

(土
塔
が
十
三
重
で
あ
る
こ
と
は
寛
政
三
年

〔
一
七
九

一
〕

『土
塔
山
大
野
寺

改
帳
』
や
天
保
十
四
年

〔
一
八
四

二
〕

『泉
州
大
島
郡
寺
院
覚
』
に
も
み
え
る
)
。

『行
基
絵
伝
』
の
土
塔
の
図
で
は
、
屋
根
の
横
線
が
七
本
し
か
み
え
ず
、
十
三

重
と
い
う
の
に

一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ω
大
野
寺
と
香
林
寺
の
堺

に
霞
が
描
か
れ
て
お
り
、
土
塔
の
下
部
が
霞
に
よ

っ
て
見
え
な
く
な

っ
て
い
る
と

解
す
る
か
、
②
画
師
が
煩
雑
を
さ
け
る
た
め
十
三
本
の
横
線
を
引
か
ず

に
七
本
に

略
し
た
と
解
す
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
ω
の
解
釈
の
方
が
よ
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で

『大
阪
府
の
文
化
財
』
に
昭
和
二
十
八
年
の
地
形
測
量
に
よ

っ
て
土

塔
の
断
面
に
現
わ
れ
た
柱
状
土
層
か
ら
、
そ
の
層
数
は
十
三
重
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
と
記
さ
れ
、
掲
載
さ
れ
た
写
真
κ
柱
状
土
層
に
あ
た
る
も
の
が
み
え
る

層
か
ら
、
そ
の
層
数
は
十
三
重

で
あ

っ
た
こ
と
も
確

認
さ
れ

た
。
」と
記
し
て
い
る
。

『
行
基
菩
薩
行
状
絵
伝
』
(以

下

『
行
基
絵
伝
』
と
略
称
)
は

室
町
時
代
に
家
原
寺
住
職
の
行

覚
が
画
師
に
命
じ
て
描
か
せ
た

は
土
塔
の
説
明
と
し
て

9
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が
、
そ
の
柱
状
土
層
に
よ

っ
て
ど
う
し
て
土
塔
全
体
の
十
三
層
で
あ
る
こ
と
が
い

え
る
の
か
、
説
明
が
ほ
し
い
と
思
う
。

つ
ぎ
の
問
題
は
、
土
塔
の
表
面
に
ど
の
よ
う
に
瓦
が
葺
か
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。

土
塔
の
原
形
は
、
石
田
茂
作
氏
の
分
類
用
語
に
お
け
る
段
塔
に
属
す
る
。

瓦
は

『行
基
絵
伝
』
の
土
塔
図
に
み
ら
れ
る
横
線

(七
本
が
み
え
る
け
れ
ど
、
じ

っ
さ

い
は
十
三
本
あ
り
、
霞
に
よ

っ
て
六
本
が
み
え
な
い
。
前
述
)
の
部
分
に
平
瓦
と

丸
瓦
を
葺
い
て
い
た
と
考
え
る
。
森
浩

一
氏
は
土
塔
の
現
状
を
調
査
し
、
普
通
の

寺
院

の
建
物
で
は
必
ず
多
数
の
鐙
瓦
や
宇
瓦
を
と
も
な
う
の
に
、
土
塔
の
表
面
と

周
辺
で
は
鐙
瓦
や
宇
瓦
は
非
常
に
少
い
と
い
わ
れ
る

(
「
大
野
寺
の
土
塔
と
人
名

瓦
に
つ
い
て
」

『
文
化
史
学
』

=
二
、
昭
32
)
。
瓦
の
少
な
い
の
は
段
塔
だ
か
ら

で
あ
る
。

画
家
の
岸
谷
勢
蔵
氏
が
土
塔
の
地
形
測
量
の
説
明
に
も
と
つ
い
て
、
土
塔
の
原

形
を
図
示
さ
れ
た
も
の
は
段
塔
の
形
を
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
が
、

な
お
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

『
行
基
絵
伝
」
に

土
塔
の
頂
上
か
ら
降
る
斜
線
と
屋
根
の
横
線
の
交
点
に
突
起

(
ヒ
ゲ
状
の
も
の
)

が
み
え
る
の
は
何
を
あ
ら
わ
す

ず
驚
鹸

ぎ

急
≧

～、

・

転

翼
!

略

願
駕

、卦

ミ

》

受
ミ

猟
厩

大野寺土塔の原形推定図
(岸谷勢蔵画)

か
で
あ
る
。
そ
れ
は
土
塔
各
層

そ

の

四

隅

が

強

い
反

り

を

も

つ
よ

う

す

を

描

い
た

も

の

と

私

は

思

う

。こ

こ

で

石

田
茂

作

氏

の

「
中

国

の
仏

塔

」

(
1

)

模

写

図

(
『
日
本

仏

塔

』

一

一
ペ

ー
ジ

、

昭

艇
、

講

談

社

)

を

借

り

て

い
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え
ば
、
⑦
慈
恩
寺
大
雁
塔

(唐
)
ヒ
重
博
塔
、
⑧
薦
福
寺
f
三
重
博
塔

(唐
)
が

と
も
に
四
角
形
の
塔
で
、
各
層
の
四
隅
は
反
り
を
も

っ
て
い
な
い
が
、
⑪
定
県
開

元
寺
八
角
十

一
重
博
塔
と
⑫
江
蘇
省
西
林
寺
八
角
ヒ
重
木
傅
塔

(明
)
の
八
隅
が

強

い
反
り
を
も

っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
隅
の
反
り
を
大
野
寺
土
塔
が
も

っ
て
い

た
の
を

『行
基
絵
伝
』
に
突
起

(ヒ
ゲ
)

で
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
。

旧
著

『行
基
』

(
一
八
九
ペ
ー
ジ
、
昭

34
、
占
川
弘
文
館
)
で
、
降
り
棟
の
突

起
が
行
基
式
丸
瓦

(上
端
よ
り
も
下
端
の
幅
が
大
き

い
)
を
用
い
た
こ
と
に
起
因

す
る
と
述
べ
た
の
は
失
考
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。

石
田
茂
作
氏
の

『
日
本
仏
塔
』
は
大
著

で
あ
り
、
塔
を
考
え
る
場
合
に
必
見
の

書
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
学
恩
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
謝
す
し
だ
い
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
石
田
氏
は
大
野
寺
土
塔
を
平
安
時
代
の
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ

「
大
野
寺

土
塔
遺
跡

(平
)
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け

(平
は
平
安
時
代
の
略
)
、
解
説
に

も

「
大
野
寺
趾
は
旧
和
泉
国
泉
北
郡
土
師
村
に
あ
り
、
人
名
を
箆
書
し
た
瓦
か
多

数
出
土
す
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
夙
に
廃
頽
し
て
伽
藍
配
置
は
判
ら
な
い
が
、

発
見
瓦
か
ら
の
推
察
で
は
平
安
時
代
初
期

の
寺
地
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

寺
趾
の

一
隅
に
土
塔
山
と
称
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
以
前
は
巨
木
が
欝
蒼
と
繁
茂

し
て
い
た
が
、
終
戦
後
土
建
業
者
に
よ
り
山
が
崩
さ
れ
か
か

っ
た
。
よ

っ
て
大
あ

わ
て
で
土
地
の
文
化
人

・
府
教
育
委
員
会
等
が
騒
い
で
破
壊
の
難
を
や

っ
と
免
れ

た
が
、
そ
の
時
既
に
遅
く
樹
木
は
大
部
分
伐
採
さ
れ
山
も

一
部
土
取
り
さ
れ
た
。

然
し
そ
れ
に
よ

っ
て
判

っ
た
こ
と
は
山
土

の
下
に
瓦
が
屋
根
を
葺
い
た
よ
う
な
姿

で
土
中

に
埋
ま

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
瓦
は
前
掲
の
頭
塔
か
ら
も
発
見
さ
れ
て

い
る
。
依

っ
て
思
う
に
、
土
塔
は
階
段
式
の
方
錐
形
に
作
ら
れ
、
各
層
土
積
み
の

上
に
瓦
を
葺
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
こ
れ
も
ま
た

段
塔
の

一
遺
跡
と
い
え
る
の
で
あ
る
8
と
述
べ
森
浩

一
氏
の
論
文

(前
掲
)
を
参

照
し
た
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
大
野
寺
土
塔
の
原
形
を
段
塔
と
さ
れ
、
そ
の
考
え

か
た
が
よ
い
と
思
う
が
、
時
代
を
平
安
時
代
と
さ
れ
る
の
は
誤
解
で
、
奈
良
時
代

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

石
田
氏
は

『
日
本
仏
塔
』
で
勝
尾
寺
八
天
石
蔵
を
塔
の

一
種
と
し
て
と
り
あ
げ

て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
分
類
の
仕
方
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
深
入
り

す
る
こ
と
を
避
け
、

一
言
す
る
だ
け
に
と
ど
め
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

it


