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ど

の

石
塔
墓
で

、

か
つ

硬
い

安
山

岩
、

花
崗
岩
を
加
工

し
た

も
の

が

造
立

さ
れ
た

。

現
存
す
る

も
の

だ
け
で

も
、

＝
二

世
紀
末
−
一

四

世
紀
初
頭
の

も
の

が
一

〇
〇
を
超
え
る

。

し
か
も

、

そ
の

下
に

は

金
銅
製
の

骨
蔵
器
が

見
い

だ
さ
れ
る

。

そ
う
し
た

、

巨
大
石
塔
造
立
の

背
景
に

あ
る
、

死
後

、

ま

ず
極
楽
に

往
生
し、

五
六
億
七

千
万

年
後
の

弥
勒
下
生
に
際
し
て

墓
に

も
ど
る

と
い

う
阿
弥
陀
信

仰
と

弥
勒
信
仰
の

混
交
し
た

仏
教
思
想
に

注
目

し
た

。

　

す
な
わ
ち、

五
六
億
七

千
万

年
後
と
い

う
途
方
も
な
い

時

間
に

お
い

て

も
霊
魂
の

依

り
代
で

あ
る

骨
を

納
め

た
墓
を

保
た
せ

る

た
め

に
、

硬
い

石

製
の

墓
が
生
み

出
さ
れ
た
の

で

あ
る

。

幽
霊
の

誕
生

　

　
　

江
戸
時
代
に

お
け
る

死
者
供
養
の

変
容佐

藤

弘

夫

　

太
占
の

昔
か

ら、

人
は

身
近

な

死

者
が

末

期
の

苦
し

み
か
ら

開

放
さ

れ、

安
ら
か
な
状
況
に

至
る

こ

と
を

願
い

続
け
て

き
た

。

死

者
は
人
間

界

と
は
異
な
る

超
越

者
の

世

界
11

他
界
の

住
人
で

あ
る

が
ゆ

え
に

、

そ
の

安

穏
な
境
地
へ

の

到
達
は

、

他
界
で

の

安
定
し
た

地
位
の

獲
得
と

不
可

分
の

関

係
を
有
し
て

い

た
。

し
か
し、

凵

本
列
島
に

限
っ

て

み

て

も
、

他

界
の

カ

ミ

観
念

、

及
び

現
世
と

他
界
の

関
係
は
、

時
代
に

よ

っ

て

大
き
な
変

容

を
み

せ
て

い

た
。

そ

の

た
め

、

死
者
の

安
寧
を
願

う
と

い

う
一

点
に

お
い

て

生
者
の

思
い

は

変
わ
ら
な
く
て

も
、

そ
の

「

安

寧
」

の

中

身
と
供

養
の

目

的
は、

各
時
代
の

カ

ミ

観
念
・

他
界
観
に

強
く
規
定
さ

れ
る

こ

と

に

な

っ

た
。

　

古
代
に

お
い

て

は
、

死
者
の

霊
は
死
後
速
や
か

に

遺
体
を

離
れ
る
と
考

え
ら
れ
た
。

霊
が
肉
体
に

再
び

帰
る

こ

と
が
不
可
能
と

な
っ

た

時
点
が

、

死
の

確
定
だ
っ

た
。

し
た

が
っ

て
、

古
代
の

死
者
供
養
の

中
心
課
題
は
遺

体
そ
の

も
の

の

処
置
で

は

な
く、

遺
骸
を
離
れ
て

さ
ま
よ

う
霊
魂
を
い

か

に

無
害
な
も
の

へ

と

浄
化
し
て

い

く
か
と
い

う
問
題
だ

っ

た
。

そ
の

有
効

な

手
段
と

考
え
ら
れ
た
「

清
浄
」

や

「

滅
罪
」

が、

古
代
の

死

者
供
養
の

キ
ー

ワ

ー

ド
と

な
っ

た
。

　
理
想
の

浄
土
の

観
念
が
肥
大

化
し、

死
後
に

そ
こ

に

往
生
す
る
こ

と
が

大
方
の

人
々

の

目
標
と
な
る

中

世
で

は、

死
霊
を

確
実
に

彼
岸
世

界
へ

送

り

届
け
る

こ

と

が
死
者
供

養
の

究
極
の

目
的
と

考
え
ら
れ
た

。

人
々

を
救

う
た
め

に

あ
え
て

こ

の

世
に

留
ま
る

こ

と
を
選
択
し
た

聖
人
を

別
に

す
れ

ば
、

な
ん

ら
か
の

理
由
で

こ

の

世
に

残
る

死
者
は、

決
し
て

望
ま
し
い

存

在
と
は
み

な
さ
れ
な
か
っ

た
。

　

中
世
後
期
か
ら、

他

界
浄
土
の

観
念
は
一

転
し
て

縮
小
に

向
か

う
。

や

が
て

、

彼
岸
世
界
に

対
し
て

現
世
の

比
重
が
著
し

く
高
ま
る

近

世
社
会
が

到

来
す
る

の

で

あ
る

。

近
世
は、

他
方
で

は
永
続

す
る

「

イ
エ

」

が

確
立

し

定
着
し

て

い

く
時

代
だ
っ

た
。

も
は
や

遠
い

他

界
に

旅
立
た
な

く
な
っ

た

死
者
は
、

「

イ
エ

」

の

墓
地
に

あ
る

骨
と

墓

標
を

依
代
と
し

て、

永
久

に

こ

の

世
に

留
ま
る
も
の

と

観
念
さ

れ

た
。

そ

の

た
め

、

近
世
で

は

死
者

供

養
の

課
題
は
、

墓
地
に

棲
む

霊
魂
の

安
ら
か

な

眠
り
の

実
現
に

あ
る

と

考
え
ら
れ

る
よ

う
に
な
る

の

で

あ
る

。

　

死
者
が
一

つ

の

空

間
を
生

者
と

分
か

ち

合
う
点
に

お
い

て
、

近
世
の

世

界
観
は

古
代
の

そ
れ
に

通

ず
る

性
格
を
も
っ

て

い

る

よ

う
に

み

え
る
。

し

か

し
、

安

定
し
た
イ
エ

と

永
続
す
る

墓
地
を
欠
く
が

ゆ

え
に

、

比
較
的
短

（993＞159
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期
間
の

う
ち
に

忘

却
の

彼

方
に

追
い

や

ら
れ

た
古
代
の

死
霊
に

対
し、

庶

民
層
ま
で

イ
エ

が
拡
充
す
る

近
世
社
会
で

は
、

固
有
名
詞
を
も
っ

た

供
養

の

対
象
と
し
て

の

大
量
の

死
者
が
継
続
的
に

生
み
出
さ
れ
る

こ

と
に

な
っ

た
。

　

社
会
の

世

俗
化
に

伴
い

、

神
仏
や
死

者
の

世
界
が
後
景
に

退
い

た

近
世

社
会
で

は、

不
特

定
多
数
の

死
霊
と

の

日
常
的
な
接
触
は
忌
避
す
べ

き
こ

と

と

考
え
ら
れ
た

。

そ
こ

で

近
世
人
は

死
者
と

契
約
を

交
わ
し

、

そ
の

墓

地
を
凵
常
的
に

読

経
の

声
が

聞
こ

え
る

寺
院
の

境
内
に

建
立

す
る
と

と
も

に
、

彼
岸
や
お
盆
な
ど
の

折
々

に
縁
者
が
墓
を
訪
れ、

死
者
を
家
に

招
い

た
。

死
者
は
そ
の

代
わ
り

、

普
段
は

墓

地
に

安
住
し
て

さ
ま
よ

い

出
な
い

こ

と

を
約
束
さ
せ
ら
れ

た
。

近
世
は

現
世
の

内
部
で、

死
者
と

生
者
の

個

別
の

契
約
に
も
と
づ

き
、

両
者
の

世
界
の

厳
密
な
分
節

化
が

成
し
遂
げ
ら

れ

た

時
代
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　
だ

が
そ
れ
に

も

関
わ
ら

ず
、

近
世
で

は

冷
酷
な
殺
人
と
死

体
遺
棄、

供

養
の

放
棄
な
ど

、

生
者
側
の
一

方
的
な

契
約
不
履
行
は

跡
を

絶
た
な
か
っ

た
。

そ
の

た
め

、

恨
み

を

含
ん

で

無
秩
序
に

現
世
に

越

境
す
る

死
者
も
膨

大
な
数
に

上
っ

た
。

そ
れ
ら
個
々

の

死
者
は
、

例
外
な

く
明

確
な
復
讐
の

対
象
を
も
っ

て

い

た．、

近
世
の

幽
霊
は

そ
の

遺
恨
の

解

消
に

絶
対
的
な
救

済
者
を
介
在
し
な
い

点
に

お

い

て、

救
い

か

ら
疎
外
さ
れ
て

苦
し
む

中
世

の

死
霊
と
は

異
質
な

存
在
だ
っ

た
。

近

世
に

お
い

て、

人
間

社
会
を
反
映

す
る
仮
借
な
き
怨

念
に

満
ち
た

大
量
の

幽
霊
譚
と

怪
談
が
生
み

出
さ
れ
る

背
景
は
、

こ

こ

に

あ
っ

た
の

で

あ
る
、

無
遮
と

無
主

　
　
　
　
無
縁
供
養
の

動
態
性

池

　
上

　
良

　
正

　
こ

れ
ま
で

発

表
者
は

「

死
者

供
養
」

を
、

東
ア

ジ

ア

で

形
成
さ

れ

民
衆

層
に
普
及
し
た、

ユ

ニ

ー

ク

で

動
態
的
な
ひ
と
つ

の

「

救
済
シ

ス

テ

ム
」

と

し
て

捉
え
る

視
点
を

提
示
し

て

き
た

。

こ

の

視

点
に
立
て

ば
、

「

死

者

供
養
」

は

仏
教
的
な
輪
廻

転
生

や

追
蒜
回
向
の

教

説
を

中
核
と
し

な
が

ら

も、

中
国
社
会
の

儒
教
的
な
教

説
（

と

り
わ

け
孝
思
想
）

や

儀

礼
・

祭
祀

様
式、

さ
ら
に

は
在
来
の

民
衆

習
俗
や
道
教
的
な
理

念
な
ど
を

吸
収

す
る

こ

と

に

よ

っ

て

醸
成
さ

れ
た

ひ

と

つ

の

「

救

済
シ

ス

テ

ム
」

と
み

る

こ

と

が
で

き
る

。

具

体
的
に
は

、

「

生

者
が
一

定
の

宗
教
的
な

功
徳
を
積
み

、

そ
の

徳
を
死
者
た
ち
に

振
り
向
け
よ

う
と
す
る

行

為
は

、

（

A
）

親
孝
行
や

先
祖
の

孝
養
に

も
な
れ
ば

、

（

B
）

何
ら

か
の

未
練
や

怨

念
を
残
し
た
死
者

（
苦
し
む
死

者）

た

ち
の

救
済
に

も
な
る
」

と
い

う
二

面

性
が

巧
み

に

融

合
し
た
の

で

あ
る

。

本
発
表
で

は
、

と

く
に
（

B
）

を
代

表
す
る
「

無
縁
供

養
」

に

注
目
し
て

み
た
い

。

　
「

無
縁
」

を
め

ぐ
る
仏

教
の

教
義
的
原

義
に
は

二

つ

の

側
面

が
あ
る

。

 
「

無
遮
」

の

側
面
と

 
「

無
主
」

の

側
面
で

あ
る

。

 
は
特

定
の

対

象

が

な

く
平
等
な
こ

と
で
、

「

無
縁
慈
悲
」

な

ど
と
し

て

理
念

化
さ
れ、

無

遮
大
会
・

無
遮
水
陸
斎
な
ど
の

儀
礼
に

体
現
さ
れ
て

き
た

。

 
は
仏
縁
の

な

い

こ

と
、

転
じ
て
、

弔
う
縁
者
が

な
い

こ

と

を
意

味
し、

「

無
主

（

無

祀）

孤

魂
」

な
ど
の

用
例
に

代
表
さ

れ
る

。

今
日
の

日
本
で

は、

「

無
縁

ボ

ト
ケ
」

「

無
縁
社
会
」

な
ど

 
の

側
面
の

み
に

光
が

当
て

ら
れ

る

現
状

が

あ
る

が
、

宗
教
学
・

宗
教
史
の

観
点
か
ら

現
代
の

「

無
縁
」

観
の
一

面
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