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国
東
塔
は
大
正
期
に
天
沼
俊
一
氏
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
命
名
さ
れ
た
国
東
地
域
独
特
な
塔
で
あ
る
。
国
東
塔
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を

大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
、
様
式
論
を
中
心
に
編
年
の
研
究
や
そ
の
塔
の
淵
源
が
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
そ
の
大
半
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
研
究
の
原

点
で
あ
る
国
東
塔
と
い
う
の
が
い
か
な
る
役
割
を
も
っ
た
塔
で
、
な
ぜ
、
何
の
目
的
で
、
造
ら
れ
た
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
を
本
格
的
に
論
じ

た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
銘
文
な
ど
か
ら
法
華
経
を
納
入
の
容
器
と
骨
を
納
入
し
た
容
器

（
墓
）
が
あ
る
事
は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
ま
か
に
そ
の
二
つ
の
用
途
が
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
議
論
が
止
ま
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
国
東
塔
の
造
立
の
目
的
を
そ
の
立
地
と
の
関
係
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
国
東
塔
の
用
途
は
大
ま
か
に
二
つ
に
分

か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
立
地
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
華
経
納
入
用
に
造
ら
れ
た
も
の
は
、
基
本
的
に
寺
や
神

社
な
ど
の
宗
教
施
設
の
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
特
に
六
郷
満
山
の
寺
の
奥
の
院
や
講
堂
の
近
く
に
置
か
れ
る
タ
イ
プ
が
こ
の
典
型
で
あ
り
、
こ

の
タ
イ
プ
の
塔
の
成
立
は
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に
集
中
し
て
い
る
。
本
来
、
国
東
塔
は
国
東
型
宝
塔
で
あ
り
、
国
東
町
の
岩
戸
寺
の
境
内
に

立
つ
、
弘
安
六
年
（
こ
一
八
三
）
の
国
東
塔
に
は
「
如
法
経
奉
納
石
塔
一
基
」
と
あ
る
よ
う
に
、
如
法
経
す
な
わ
ち
法
華
経
を
安
置
す
る
塔
す

な
わ
ち
宝
塔
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
用
途
で
あ
っ
た
。

　
も
う
一
方
、
墓
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
大
田
村
の
財
前
家
や
国
東
町
の
長
木
家
や
豊
後
高
田
市
の
熊
野
墓
地
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ



る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
、
鎌
倉
末
か
ら
中
世
の
終
末
ま
で
み
ら
れ
る
が
、
注
意
深
く
み
る
と
、
中
心
塔
と
し
て
巨
大
な
国
東
塔
が
形
成
さ
れ
る
タ
イ
プ

の
墓
地
で
は
、
中
心
の
国
東
塔
は
、
法
華
経
納
入
型
と
時
期
が
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
銘
文
か
ら
み
る
と
、
寺
に
お
か
れ
た
弘
安

六
年
の
岩
戸
寺
の
国
東
塔
で
は
、
そ
の
造
立
の
志
は
、
「
当
山
平
安
、
仏
法
興
隆
、
広
作
修
善
、
乃
至
法
界
平
等
利
益
」
の
た
め
な
ど
で
あ
っ
た

が
、
財
前
家
墓
地
の
国
東
塔
（
元
応
三
年
）
で
は
、
そ
の
造
立
の
意
趣
は
「
現
世
安
穏
後
世
菩
提
出
離
生
死
法
界
衆
生
」
の
た
め
と
死
後
こ
と

を
強
く
意
識
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
永
享
九
年
（
一
四
三
七
）
十
一
月
二
六
日
付
の
信
心
施
主
某
属
誦
文
に
よ
れ
ば
、
六
郷
山
で
は
、
天
台
の
儀
式
に
則
り
、
埋
葬
に

あ
た
っ
て
、
五
輪
塔
の
造
立
、
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
に
か
け
て
四
十
九
鉢
の
卒
都
婆
の
造
立
、
一
乗
妙
法
蓮
花
経
一
部
の
書
写
、
妙
法
蓮
花

経
全
部
の
読
誦
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
余
瀬
文
書
）
。
天
台
に
お
い
て
は
、
墓
で
も
法
華
経
書
写
・
読
誦
が
な
さ
れ
、
法
華
経
が
死
者

を
送
る
経
典
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
想
像
に
な
る
が
、
中
心
に
大
き
な
国
東
塔
が
置
か
れ
、
周
囲
を
小
さ
な
国
東
塔
や
五

輪
塔
や
板
碑
が
囲
む
典
型
的
な
国
東
の
中
世
墓
で
は
、
中
心
塔
は
本
来
墓
で
は
な
く
、
死
者
供
養
の
法
華
経
を
納
入
す
る
装
置
と
し
て
造
立
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
国
東
塔
が
法
華
経
と
深
い
関
係
を
持
ち
造
立
さ
れ
た
こ
と
は
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
法
華
経
信
仰
や
天
台
の
信
仰
の

中
で
改
め
て
位
置
づ
け
直
す
と
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
、
天
台
宗
で
は
、
開
祖
最
澄
以
来
、
法
華
経
信
仰
が
そ
の
中
軸
で
あ
っ

た
。
最
澄
は
、
ハ
世
紀
以
来
の
東
大
寺
（
惣
国
分
寺
）
－
国
分
寺
を
中
心
と
す
る
鎮
護
国
家
仏
教
に
対
抗
し
て
、
新
し
く
天
台
宗
を
導
入
し
た
。

最
澄
は
、
法
華
経
に
よ
る
国
家
護
持
の
体
制
と
し
て
、
法
華
経
千
部
を
安
置
す
る
宝
塔
を
比
叡
山
に
二
塔
（
東
塔
・
西
塔
）
と
九
州
の
筑
前
・

豊
前
に
二
塔
、
下
野
・
上
野
に
二
塔
を
建
立
し
、
こ
の
六
宝
塔
を
軸
に
、
国
分
寺
体
制
の
再
編
を
目
指
し
た
。
こ
の
よ
う
な
宝
塔
を
中
心
と
す
る

法
華
経
思
想
は
、
十
一
世
紀
に
は
、
法
華
経
を
方
式
に
則
り
書
写
す
る
功
徳
を
強
調
す
る
如
法
信
仰
と
さ
ら
に
末
法
思
想
と
が
結
び
付
き
、
経

塚
す
な
わ
ち
埋
経
が
九
州
・
畿
内
を
中
心
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
国
東
塔
も
天
台
の
如
法
信
仰
や
埋
経
の
延
長
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
東
塔
に
は
、
基
本
的
に
、
笠
の
下
の
塔
身
部
に
奉
納
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
穴
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
ワ
か
。
も
し
。
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宍

経
塚
の
経
筒
の
よ
う
に
、
国
東
塔
が
造
立
時
点
で
法
華
経
を
い
れ
る
だ
け
の
容
器
で
あ
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
奉
納
孔
は
必
要
と
は
想
わ
な
い
。
造

立
の
時
点
で
塔
身
部
に
笠
を
載
せ
る
際
に
、
塔
身
の
内
部
に
入
れ
、
供
養
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
そ
の
後
も
経
な
ど
を
納
入
し

続
け
る
た
め
に
開
け
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
時
代
以
降
、
如
法
信
仰
の
新
た
な
展
開
と
し
て
廻
国
聖
に
よ
る
六
十
六
部
廻
国
納
経
が
盛
ん
に
な
っ
て
ゆ
く
。
六
十
六
部

の
納
経
所
は
、
一
国
に
Ｉ
、
二
箇
所
の
霊
地
（
寺
・
神
社
）
が
指
定
さ
れ
、
そ
こ
に
は
納
経
所
が
設
け
ら
れ
、
廻
国
聖
た
ち
は
、
書
写
し
た
法
華

経
（
如
法
経
）
を
納
め
て
歩
い
た
。
熊
野
那
智
大
社
な
ど
は
参
詣
曼
荼
羅
に
小
さ
な
納
経
所
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
佐
官
で
も
応
永
年
間

に
作
成
さ
れ
た
絵
図
に
上
官
の
入
口
に
納
経
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
今
日
残
る
淡
路
島
の
干
光
寺
の
鉄
の
納
経
塔
を
見
る
と
、
こ

れ
ら
は
、
ポ
ス
ト
の
よ
う
に
経
典
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
国
東
塔
と
類
似
す
る
面
を
も
っ
て
い
る
。

　
改
め
て
、
国
東
塔
を
そ
の
立
地
か
ら
み
る
と
、
六
郷
山
で
は
奥
の
院
の
六
所
権
現
へ
至
る
参
道
の
途
中
に
あ
り
、
宇
佐
官
な
ど
の
納
経
所
と
基

本
的
に
立
地
が
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
墓
に
造
ら
れ
る
場
合
も
、
そ
の
後
の
供
養
の
た
め
、
法
華
経
を
入
れ
続
け
る
必
要
が
あ
り
、
塔
身
部
に

開
孔
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
六
十
六
部
の
如
法
信
仰
は
、
南
北
朝
時
代
に
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
国
東
で
は
、
す
で
に
鎌
倉
時

代
の
後
期
に
、
納
経
所
と
し
て
の
国
東
塔
が
出
現
し
て
い
た
た
の
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
納
経
施
設
と
し
て
の
塔
が

こ
の
時
代
、
な
ぜ
国
東
に
出
現
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
結
論
か
ら
い
う
と
、
最
も
初
期
の
国
東
塔
が
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
文
永
・
弘
安
の
モ
ン
ゴ
ル
襲

来
が
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
た
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
。
国
東
六
郷
山
は
、
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に
関
東
（
鎌
倉
幕
府
）
祈
祷
所
に

指
定
さ
れ
て
以
来
、
幕
府
の
安
泰
の
た
め
に
祈
祷
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
文
永
の
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
以
来
、
異
国
の
調
伏
の
祈
祷
に
切
り
替
わ

る
の
で
あ
る
。
大
般
若
経
の
転
読
、
不
動
行
法
な
ど
の
外
に
、
天
台
の
根
本
経
典
で
あ
る
法
華
経
の
書
写
・
読
誦
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
。
寺
内
に
設
け
ら
れ
た
国
東
塔
は
、
山
内
の
安
泰
を
祈
る
と
と
も
に
、
危
機
に
瀕
し
た
国
家
を
護
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
や
が
て
墓
の
中
で
行
わ
れ
る
法
華
経
供
養
に
用
い
ら
れ
、
墓
に
も
納
経
所
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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