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　『
石
塔
調
べ
の
コ
ツ
と
ツ
ボ
』
を
上
梓
し
た
の
は
二
〇
一
七
年
一
月
。
初
版
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
反
響
が
大
き
く
同
年
三

月
に
は
第
2
刷
に
入
っ
た
。
専
門
書
で
第
2
刷
に
入
る
だ
け
で
も
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
そ
れ
も
二
〇
二
三
年
に
は
残
部
僅
少

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
石
塔
の
調
査
研
究
に
興
味
を
持
つ
人
が
増
え
て
く
れ
た
こ
と
は
す
ご
く
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
第
3
刷
に
入
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
高
志
書
院
の
濱
久
年
氏
か
ら
、
石
造
物
研
究
も
進
展
し
て
き
て
新
た

な
調
査
法
も
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
相
談
を
受
け
、
若
干
の
項
目
を
追
加
し
て
増
補
改
訂
版
と
す
る
こ
と
に
し

た
。
し
か
し
、
あ
ら
た
な
調
査
法
や
新
技
術
に
つ
い
て
筆
者
が
加
筆
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
新
進
気
鋭
の
研
究

者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。

　
昨
今
の
考
古
学
界
で
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
応
用
に
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
3
Ｄ
計
測
が
で
き
る
ソ
フ
ト
で
簡
易
な
三
次

元
計
測
図
を
作
成
し
た
方
も
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、
本
書
の
基
本
は
石
塔
の
観
察
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
図
に
な
る
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
た
め
、
自
ら
も
手
描
き
の
実
測
図
を
作
成
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
研
究
を
積
み
上
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
応
用
す
る
方
法
を
確
立
さ
れ
た
本
間
岳
人
氏
に
分
担
を
お
願
い
し
た
。
3
Ｄ
計
測
図
に
自
身
の
観
察
を
加
え

て
図
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
よ
り
精
度
の
高
い
実
測
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
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つ
ぎ
に
近
年
研
究
が
各
所
で
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
採
石
加
工
技
術
の
調
査
法
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
矢
穴

痕
跡
の
調
査
法
に
つ
い
て
そ
の
研
究
を
牽
引
す
る
佐
藤
亜
聖
氏
に
分
担
を
お
願
い
し
た
。
佐
藤
氏
の
話
を
伺
っ
て
い
る
と
何
十

年
も
前
か
ら
見
て
い
た
は
ず
の
石
塔
に
矢
穴
痕
跡
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
観
察
方
法
や
注
意
点
が
広
く
周
知
さ

れ
る
と
、
各
所
で
新
た
な
資
料
が
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
あ
る
。

　
も
う
一
つ
、
実
は
古
く
て
新
し
い
調
査
法
と
し
て
、
石
造
物（
墓
石
）の
悉
皆
調
査
が
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
は
一
九
二
九
年

に
坪
井
良
平
氏
が
個
人
の
力
で
木
津
惣
墓
を
調
査
し
た
こ
と
を
嚆
矢
と
す
る
が
、
個
人
で
は
な
く
チ
ー
ム
で
進
め
る
の
が
基
本

で
あ
り
、
特
別
な
研
究
費
も
持
た
な
い
環
境
下
で
近
在
の
墓
地
を
地
道
に
調
査
す
る
方
法
が
こ
の
先
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
悉
皆
調
査
を
実
践
し
て
い
る
、
海
邊
博
史
氏
と
森
山
由
香
里
氏
に
分
担
を
お
願
い
し
た
。
最
も
身

近
な
石
造
物
な
が
ら
、
そ
の
量
に
圧
倒
さ
れ
て
手
も
足
も
出
せ
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
少
し
ず
つ
地
道
に
継
続
す
る
こ

と
で
大
き
な
成
果
と
な
っ
て
く
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。
そ
こ
に
は
墓
仕
舞
い
や
墓
地
整
理
に
伴
う
中
近

世
石
造
物
の
消
滅
と
い
う
危
機
が
迫
っ
て
お
り
、
早
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
実
的

な
問
題
も
、
悉
皆
的
な
調
査
法
を
取
り
上
げ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

　
石
造
物
の
研
究
は
日
進
月
歩
で
進
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
新
し
い
視
点
の
調
査
法
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
も
各

地
で
精
度
の
高
い
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
成
果
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
で
広
く
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。
地
道

だ
が
そ
の
こ
と
が
石
造
物
の
研
究
、
さ
ら
に
は
中
近
世
の
考
古
学
や
歴
史
学
等
の
研
究
に
寄
与
で
き
る
近
道
と
信
じ
て
い
る
。

　
　
二
〇
二
四
年
十
一
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狭
川 

真
一


