
お
塔
婆
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？ 

 

と
て
も
身
近
な
お
寺
と
の
、
そ
し
て
仏
教
と
の
関
わ
り
の
一
つ
に
、
お
塔
婆
を
頂
き
に
行
く
、
そ
し
て
お
墓
に
建
て
て

お
墓
参
り
を
す
る
と
い
う
仏
事
が
あ
り
ま
す
。
身
近
に
あ
る
仏
教
的
な
慣
習
で
あ
る
お
塔
婆
、
実
は
様
々
な
深
い
意
味
が

あ
る
の
で
す
。 

お
塔
婆
は
「
卒
塔
婆

そ

と

ば

」
、
ま
た
は
「
五
輪

ご

り

ん

卒
塔
婆

そ

と

ば

」
な
ど
と
も
呼
称
致
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
の
語
源
は
、
実
は
日
本
語

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
い
イ
ン
ド
の
言
葉
（
梵
語
）
で
、
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教

を
開
か
れ
た
お
釈
迦
様
の
御
遺
骨
（
仏
舎
利

ぶ

っ

し

ゃ

り

）
を
お
祀
り
し
た
「
塔
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。
そ
の
音
写
語
が
「
卒
塔

婆
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
塔
」
と
い
う
文
字
も
み
ら
れ
ま
す
ね
。 

イ
ン
ド
に
お
い
て
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
現
存
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
図
を
み
て
分
か
る
よ
う

に
我
々
が
建
て
る
お
塔
婆
と
は
ま
っ
た
く
違
う
形
を
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
違
う
の
か
、
そ
の

答
え
を
知
る
に
は
、
仏
教
伝
来
の
道
順
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
日
本
に
直

接
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
中
国
を
経
て
伝
来
し
て
い
ま
す
。 

中
国
に
お
い
て
も
、
や
は
り
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
は
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
イ

ン
ド
の
様
な
形
で
は
な
く
、
木
造
に
よ
る
楼
閣
建
築
と
融
合
し
ま
す
。
そ
し
て
、
三
重
・
五

重
・
六
重
・
七
重
・
九
重
・
十
重
・
十
一
重
・
十
三
重
・
十
五
重
と
多
層
化
し
、
木
造
建
築

だ
と
イ
ン
ド
の
様
な
円
形
の
表
現
は
難
し
い
の
で
四
角
・
六
角
・
八
角
・
十
二
角
の
建
物
構

造
へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
我
々
が
思
い
描
く
「
〇
重
の
塔
」
と
い
う

建
物
の
姿
に
近
づ
い
て
き
た
と
も
言
え
ま
す
。
な
お
、
イ
ン
ド
の
仏
塔
の
頂
上
に
あ
り
ま
す

「
傘さ

ん

蓋が
い

」
が
、
中
国
に
お
い
て
は
「
相そ

う

輪り
ん

」
と
な
っ
て
塔
の
頂
上
に
設
け
ら
れ
ま
す
。 

日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
中
国
の
塔
の
流
れ
を
汲
み
ま
す
。
層
数
で
言
え
ば

三
重
や
五
重
が
主
流
に
な
り
、
そ
し
て
四
角
の
構
造
が
通
例
と
な
り
、
相
輪
も

飾
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
三
重
の
塔
」、「
五
重
の
塔
」
で
す
。
そ
し

て
塔
の
中
に
は
、
や
は
り
初
め
は
仏
舎
利
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
て
「
経
典
」
を
納
め
る
こ
と
が
一
般
化
し
ま
し
た
。 

平
安
時
代
、
塔
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
ま
す
。
こ
の
時
代
に
弘
法
大

師
（
空
海
）
に
よ
り
密
教
が
イ
ン
ド
、
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
り
、

そ
し
て
大
師
は
真
言
宗
を
開
か
れ
ま
す
。
そ
の
教
え
の
中
で
「
塔
は
大

日
如
来
の
象
徴
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
塔

＝
大
日
如
来
」
で
あ
り
、
形
は
塔
と
仏
様
で
違
う
け
れ
ど
も
、
仏
様
と

思
い
、
大
切
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
日
如
来
と
い
う
仏
様

は
、
真
言
宗
に
お
い
て
中
心
と
な
る
仏
様
で
す
。
そ
し
て
、
時
代
が
下

る
に
つ
れ
、
塔
と
一
口
に
言
っ
て
も
「
多
宝
塔
」
、「
五
輪
塔
」
な
ど
様
々

な
形
が
現
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
大
日
如
来
の
象

徴
で
あ
る
と
真
言
宗
で
は
考
え
る
の
で
す
。 

 

塔
の
中
で
も
皆
様
に
馴
染
み
の
あ
る
五
輪
塔
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
出
現
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
鎌
倉

時
代
以
後
、
各
地
で
多
く
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
方
形
・
円
形
・
三
角
形
・
半
月
形
・
団
形
の
五
つ
を
下
か



ら
順
番
に
重
ね
た
も
の
が
五
輪
塔
と
呼
ば
れ
ま
す
。
多
く
は
供
養
塔
と
し
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
墓
標
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
塔
の
素
材
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
多
く
は
石
造
で
す
。
そ
し
て
表
面
に
は
「
キ
ャ
・
カ
・

ラ
・
バ
・
ア
」
と
い
う
梵
字
を
刻
み
ま
す
。
こ
の
五
輪
塔
を
模
し
た
も
の
が
、
実
は
今
、
お
墓
に
建
て
ら
れ
て
い
る
お
塔

婆
な
の
で
す
。
今
の
よ
う
な
板
塔
婆
は
鎌
倉
時
代
前
半
に
そ
の
原
型
が
す
で
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
お
塔
婆
が
数
多

く
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
真
言
宗
の
復
興
に
尽
力
し
た
興こ

う

教
ぎ
ょ
う

大
師

だ

い

し

の
ご
活
躍
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の

お
塔
婆
の
上
の
方
を
良
く
注
意
し
て
見
れ
ば
五
輪
塔
を
模
し
た
切
れ
込
み
が
入
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。 

       

で
は
、
五
輪
塔
を
お
墓
に
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
は
「
塔

＝
大
日
如
来
」
な
の
で
、
五
輪
塔
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
大
日
如
来
様
を
造
立
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
遥
か
昔
か
ら
、
仏
様
を
造
立
す
る
こ
と
は
大
き
な
功
徳

く

ど

く

（
良
い
パ
ワ
ー
）
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
功
徳
を

お
墓
に
眠
る
ご
先
祖
様
に
も
分
け
て
あ
げ
て
、
仏
様
の
世
界
で
の
安
ら
か
な
る
生
活
と
修
行
の
成
就
を
お
祈
り
す
る
の
で

す
。
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
ま
す
。
真
言
宗
に
お
け
る
回
忌
に
は
、
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
る
仏
様
が
そ
れ
ぞ
れ
の
回

忌
毎
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
例
え
ば
四
十
九
日
な
ら
薬
師
如
来
様
、
三
回
忌
な
ら
阿
弥
陀
如
来
様
で
す
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
お
塔
婆
は
大
日
如
来
様
で
す
が
、
実
は
同
時
に
回
忌
の
ご
本
尊
様
で
も
あ
る
の
で
す
。 

真
言
宗
で
は
非
常
に
沢
山
の
仏
様
に
お
祈
り
致
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
沢
山
の
仏
様
は
す
べ
て
、
大
日
如
来

様
が
姿
を
変
え
た
仏
様
だ
と
教
え
ま
す
。
例
え
ば
、
優
し
く
諭
し
て
も
聞
か
な
い
人
に
は
、
大
日
如
来
様
が
不
動
明
王
と

い
う
怖
い
姿
に
な
っ
て
現
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
三
回
忌
の
お
塔
婆
は
阿
弥
陀
如
来
様
で
も
あ
り
、
そ
の
根

本
の
大
日
如
来
様
で
も
あ
る
の
で
す
。 

こ
こ
ま
で
で
お
塔
婆
は
仏
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
頂
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
何
時
ど
の
よ
う
に
、

た
だ
の
板
で
あ
る
お
塔
婆
が
仏
様
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
真
言
宗
に
は
開
眼

か
い
げ
ん

作
法

さ

ほ

う

と
い
う
作
法
が
連
綿
と
伝
わ

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
作
法
を
修
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
様
の
眼
が
開
く
の
で
す
。
こ
の
作
法
を
法
事
の
時
や
、
皆
様
に
お

塔
婆
を
渡
す
前
に
修
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
お
塔
婆
が
仏
様
と
な
る
の
で
す
。 

 

地
域
に
よ
っ
て
は
お
塔
婆
を
建
て
る
前
日
に
お
寺
に
取
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
自
宅
に
一
晩
泊
め
て
か
ら
お
墓
に
建

て
る
慣
習
が
あ
り
ま
す
。
推
測
で
す
が
、
仏
様
で
あ
る
お
塔
婆
を
一
晩
自
宅
に
泊
め
る
こ
と
で
、
尊
い
仏
様
を
お
も
て
な

し
し
て
、
そ
の
善
い
力
を
分
け
て
頂
く
為
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、「
泊
め
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
知
ら
ず

と
も
お
塔
婆
が
た
だ
の
板
で
は
な
く
、「
仏
様
」
と
し
て
扱
っ
て
き
た
歴
史
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。 

一
口
に
お
塔
婆
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
そ
し
て
日
本
に
至
る
長
い
歴
史
と
、
込

め
ら
れ
た
尊
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。
是
非
と
も
お
塔
婆
を
建
て
て
お
墓
参
り
を
さ
れ
る
際
に
思
い
出
し
て
頂
け
る
と
幸
い

で
す
。
そ
し
て
何
か
の
折
に
他
の
人
に
も
お
伝
え
下
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

慈
眼
山
三
光
院
普
門
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