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昭
和

34
年
平

城宮

跡
第
２

次
発

掘
調
査

概要

が の れ れ 西 せ る 立　 た 少 ら　　 北 条 月
Ｂ 何 遺 る を に ず　 ゜ て Ａ　 ゜ く の 調 隅 通15 特
群 ら 溝 点 さ 走　 ｀ こ さ 群 か と 建 査 を の 日 別

か が が か る た の ら　　 り も 物 の し 北 ま 史

平　

｜　
の 残 あ い の だ 土 に　

｜　
に ７ が 結 め 側 で 跡

城　 Ａ 南 ら　り に が 発 盛 １　こ そ 回 造 果 る　｀ の ７
宮　 群 北 な　 ｀ 当 認 掘 り ｍ の れ 以 営　｀ 一 佐148 平

跡　 の の か の 時 め 地 と
以 地 ら 上 さ 堀 劃 紀 日 城

第　石 境 つ ち の ら 南 共 上 域 を に れ 立 で 池 間 宮
子　 敷 界 た に 地 れ 端 に の の Ａ わ た 柱　｀ の に 跡
次　 の の も 北 表 た に 造 上 原 ｜　た 時 式 調 東 わ1 一
発　 北 役 の 方 が　 ゜ コ ら 盛 地 Ｇ つ 期 の 査 側 た の
芻　 側 目 と の 南 こ ブ れ り 形 群 て の 建 面 に つ 第

査　 を を 解 地 で の シ た を は と こ 先 物 積 あ て ２
概　 削 は さ 域 低 石 大 と 行 沼 し の 後 の は た 実 次
要　 平 た れ が く 敷 の 推 つ 状 て 地 の 遺 約 り 施 発

し し る 削　 ｀ は 礫 察 だ の 区 域 決 構30　 ｀ し 掘
て て　 ゜ 平 北 一 を さ の 湿 別 に 定 か ア 関 だ 調
全 い こ さ で 見 巾 れ が 地 し 造 に 重 Ｉ 野　 ゜ 査
体 た の れ は 雨 約 る こ 帯　 ｀ 営 は な ル 貞 本 を
を　こ　こ　 ｀ さ 落6d 建 の だ 記 が 非 り に 博 回 昭
な と と そ　ら 溝 ｃｍ 物 地 つ 述 行 常 あ 達 士 の 和

ら を は の に の に の 域 た す わ な つ し 推 調34
し 推 同 だ 高 如 な 遺 の ら る れ 困 て た 定 査 年

｀ 測 時 め か き　ら 構 最 し　 ゜ た 難 検　 ゜ に 地 ７
掘 さ に Ａ つ 形 べ は 初 く　　 こ を 出　　 よ 域 月

立 せ　 ｀ 群 だ 態 た な の　｀　　 と 伴 さ　　 る は21
柱 る こ 時 と だ 石 ん 造 そ　　 を な れ　　 内　｀ 日

の　 ゜ の 期 考 が 敷 ら 営 れ　 知 つ　｀　 裏 通 か
建　　 石 の え ．` が 判 で を　　 り た そ　　 の 称 ら
物　　 敷 他 ら こ 東 明 あ 埋　 得 が れ　 西 一12

::
ぺ
::

建

築

考

古

間 物 南 調　　 つ 柱 も 真 あ 柱 の 棟 行 尺 は 平 が
。 に 北 査 Ｃ て 間 わ 北 る と も に ３ 以 同 行 建
柱 一 １ 地 群 い 寸 れ に こ 関 の 平 間 下 一 し て
間 部 間。域　　 く 法 る 平 と 仕 で 行 分 同 規 て ら
各 重 。 の　

｜　
か の　 ゜ 行 が 切　｀ す を 様 模 北 れ

約 な 柱 ほ　２ は 一 こ し 注 中 ３ る 確 ぺ の 約 た

3.0 り 問 ぽ 棟　 ｀ 致 の て 意 央 間 北 認 各 も45　
°

ｍ　 ｀ 約 中 の 今 に 南 対 さ 柱 ご の し 建 の ｍ 建
｜　そ3.6 央 建 後 よ 北 置 れ は と 建 た 物 で の 物
９ の ｍ に 物 の つ の す た 根 に 物 の は　｀ と は

尺 北　｜　位 か 諞 た ４　る　 ゜ 固 間 は み ほ 東 こ 石
し に12 置 ら 査 の 建 形 こ 石 仕 東 で ぽ 西 ろ 敷
で 検 尺 し な に で 物 勢 の 様 切 西　 ｀ ９　５ に を
｀　出　ｗ　 丶　り ま あ を を 北 の が13 以 ｍ 関 東 ま
東 さ の 東　 ｀ た る 一 示 の 石 あ 関 東 の　｀ 西 た
限 れ も 西　１　ね　 ゜群 し 建 を つ　｀ は 間 南 に い
は た の　３　棟 ば こ と　｀ 物 伴 た 南 調 隔 北 長 で
諞 も で 間 は な の し そ は つ ら 北 査 を ２ い 東
査 の あ 。 Ｂ ら Ｂ た の 南 た し ２ 地 お 間 １ 西
地 で る 柱 群 な 群 の 間 の 浅 い 開 域 い 。 棟 に
域　 ｀　゜ 間 の い 建 は は ３ い　 ゜ 。 外 て 柱 の ３
外 東 他 各 南　 ゜ 物　｀ 広 棟 掘 側 柱 に い 間 建 棟
に 西 の 約 中　　 が こ い の り 柱 間 延 る 各 物 建
あ　２　１ ２．７ 央　　 東 の 空 う こ は 各 び　 ゜ 約 が ち
る 問 梳 ｍ 建　　 へ よ 地 ち み 掘 約 て 東 ３ あ な
゜ 以 は　｜　物　　 ど う で 西 に 立 ３ い 端 ｍ る ら
こ 上 Ｂ　９　の　　 の な あ ２ よ 柱 ｍ る の　｜　 ゜ び
の　 ｀ 群 尺 北　　 程 平 つ 棟 る だ ！　 ゜ 建 天 南　｀
２ 南 南 ゛ 約　　 度 行 だ の も が10 こ 物 平 の そ
棟 北 東 以10　　 連 性 と ほ の　｀ 尺 の は 尺 ３ れ
は ２ 建 上 ｍ　　 な や お ぽ で 妻 し ３ 桁10 棟 に

ｊ
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Ｂ

群

以

外

の
東

西

に
長

い
建

物

と

し

て

一
括

し

た
。

Ｄ

群

―

今

回

の
調

査

地

域

内

で

始

め
て

南

北

に
長

い
建

物

が

あ
ら

わ
れ

る

時

期

で

あ

る
。

２
棟

の
建

物

か

ら

な
り

、

１
棟

は
Ｂ

群
南

西

建

物
と

一
部

重
複

し

て

そ

の
北

に

検

出

さ

れ

た

も

の

で
、

南

北

５

間

東

西

２

開

（

柱

開

各

約
2
.
3
m
－

7
.
5
1尺

）

で

あ

る

。

こ

れ

に

平

行

し

て

西

約
2
.
4
mに

あ

る

他

の

Ｉ

棟

は

、

東

西

２

間

（

柱

間

各

約
2
.
4
m
－

８

尺

）
、
南

北

５

間

（

柱

間

各

約
2
.
7
m
－

９

尺

）

の
身

舎

の

西

に
柱

間

３
ｍ
－
1
0
尺

の
廂

が
つ

き

、

側

柱

列

の
外

約

１
．
 

３
ｍ

の

と

こ

ろ

に

巾

約

０
．

４
ｍ

の
雨

落

溝

が
め

ぐ

つ

た
建

物

で

あ

る
。

ど

ち
ら

も
掘

立
柱

で

、

雨

落

溝

も
特

別

の
構

造

は

な

い
。

Ｅ

群
Ｉ

Ｄ

群

建

物

廃

絶

後

、

そ

の

東

方

建

物

中

央

附

近

に

南

北

に

な

ら

ん

だ

掘

立

柱

掘

方

を

伴

う

造

営

が
行

わ

れ

た

。

こ

の
柱

列

の

柱

間

は

各

約

３
ｍ
－

1
0尺

で

、

調

査

地

域

内

に
1
4
本

確

認

、

総

延

長

約
4
8
m
に
お

よ

び
、

全

調

査

地

２

ﾌﾟ

背　

ｌ

＠　　　　　　 図

Ｃ ㎜㎜　　㎜〃--Ｏ　　 ，一一…… 一一一，

日　

Ｏ　

一 一 ！ ←] 。,il,

白
ﾋﾟ

ぷ

第1 図　第二次調査地域実測図



域
を
東西
に分
割
す
る形
勢を示
して
い
る
。
塀又
は
柵の
如
き
もの
の
遺
構で

あろ
うか
。

こ
の
の
ち
に
、
全地
域
に
わ
たり
第２
回
目
の
土
盛り
がおこ
な
わ
れて
い
る
。

特
に
南西
に
厚
く（
約
6
0
m

）、東
お
よ
び北で
は
薄
い
。こ
の
土
盛
り
か
行
わ
れ

物建東群Ｂ第２図

た
の
は
、
原
地
形

が
南
西
に
下
っ
て

い
たこ
と
か
ら
お

し
て
、
第
１
次
土

盛
り
以
後
か
な
り

の
地
盤
沈
下
が
あ

っ
た
た
め
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
の
第
２
次
土

盛
り
工
事
以
後
に

２
群
の
遺
構
が
あ

る
が
、
そ
の
間
に

時
間
的
前
後
関
係
。

が
あっ
た
か
ど
う

か
は
確
認
で
き
な

かっ
た
。

Ｆ
群－

Ｅ
群

の
柱
列
の
西
約
６

ｍ
に
平
行
し
て
な

平
城
宮
跡
第二
次
発
掘
調
査
概
要

ら
ぶ同
様
な
掘
立柱
列
の
遺
構で
あり
、
同
じ
性
格
の
もの
と
考え
ら
れ
る
。
第

２
次
土
盛り工
事
直
後
も
、
その
直
前
と
ほ
ぼ同
じ
状況
だっ
たと
推測
され
る
。

Ｇ
群－

現
在の一
条通
に平
行
し
て
、
第２
次
の
盛土
に
掘
り
開
い
た
２

列
の
溝
と
そ
の
間
か
土
塁
状
を呈
す
る
遺
構
があ
る
。
溝は
部分
に
よ
っ
て
異

る
が
、
巾
約
１．５

一
、
深
々
約
0
.
6

m
程
度
、
土
塁

状
の
部
分
の
巾

は
約
3
.
5
m

で
あ

る
。
お
そ
ら
く

東
西
に
走
る
築

地
と
そ
の
両
側

の
溝
の
遺
構
で

あ
ろ
う
。
ま
た

そ
の
南
の
溝
の

下
に
花
崗
岩
の

礎
石
か
２
個
埋

没
さ
れ
て
お
り
、

礎
石
を
用
い
た

建
物
が
こ
の
附

近
に
あ
つ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
遺
構
と

第３図　Ｂ　群　北　建物
Ｊ
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り
溜器上群Ｇ第４図

ほ

ぼ
同

時
期
と
遺

物
か
ら
推
定

さ
れ

る
特
殊

遺
構

か
お

る
。
そ
れ
は
調
査

地
域
の
中
央
北
よ

り
に
あ

る
東
西
約

４
ｍ

、
南
北
約
５

ｍ

、
深

さ
約
0
.
5
m

の
隋
円
形

の
坑
で
、

第
２
次
盛
王

に
掘

り
こ
ま
れ
て
い

た
。

そ
の

な
か

に
は
一

時
埋
没

さ
れ
た
状

態
で
、
主
と
し

て

供
膳
形
態
の
土
師

器

が
発
見

さ
れ

た
。

そ
の
器
形

の
種
類

は
限
ら
れ
、

総
数

は
約
２
千

個
体
に

の

ぼ
る
。
さ
ら
に
調
査
地
域
の
ほ

ぼ
中
央
附
近
で
、
２
個
の
凝
灰
岩
か
発
見
さ
れ

た
。

ど
ち
ら
も
第
２
次
土
盛
り
後
そ
れ
に
掘
り
こ
ん
だ
土
坑
中
に
お
ち
こ
ん
だ
状

態
で
発
見

さ
れ
、
と
も
に
約
5
5
m四
方
で
一
辺

に
え
ぐ
り

が
あ
り
、
両

者
を
あ
わ

せ

る
と
中
央
に
六
角
形
の
穴

が
形
成

さ
れ

る
。

以

上
の
よ
う
な
遺

構
に
と
も
な
っ

た
遺
物
と
し
て
は
、
瓦
類
は
平
城
宮
跡
の
他

の
部
分
と
比
較
し
て
発
掘
面

積
の
割
合

に
は
少

な
く
、
他

に
第

２
次

の
盛
土
巾
か

ら
万

年
通
宝
２
枚
、
神
功
開
宝
９
枚
、
不

明
１
枚

計
１２
枚

が
一
連
に
っ
な
ぎ
あ
わ

さ
れ
た
状

態
で
発
見

さ
れ

た
。
こ
れ
は
第
２
次
上
盛
工

事
実
施
時
期

の
上
限
を
示

し
て

い
る
。
遺
物
の
大
部
分
を
し
め

る
Ｇ
群
出
土
の
土
器
は
、
出
土
状
況

が
特
異

で
あ
る
と
と
も
に
、

ほ
と
ん
ど
が
供
膳
形

態
で
し
か

も
器
形
の
変
化

が
少
な
く
多

数
で
あ
り
、
整
理
後
に
は
当
時
の
宮
廷
生
活
の
一
部
を
考
え
し

め
る
資
料

と
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま

た
そ
の
絶
対
年
代
も
比
較
的
短
期
問
に
限
定
さ
れ
、

土
器
編
年
研

究
上

に
も
重
要

な
手
掛
り
と
な

る
。

以

上
が
本
同

の
調

査
結
果

の
概
要
だ

が
、
通
観
す

る
と
、
こ
の
地
域

が
平
城
宮

の
中
央
地
区

の
北
部
に
位
置
し
、

そ
の
一

劃
を
南
北

に
区

切
る
一

つ
の
境
界

線
に

近
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
境
界
線
以
北
に
お
い
て

も
Ａ
Ｉ

Ｇ
群

に
み

ら
れ
た
多
数
回

の
造
営
工
事

の
行
わ
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
遺
構
を
個
々
別
々
に

の
み

で
な
く
、

組
合
せ

の
形
で
、
平
城
宮
全
体
と
の
関
連
の
う
ち
で
わ
ず
か
で
も

把
握
し
得
た
こ
と
、
そ
れ
ら
を
時
間
的

な
結

び
つ
き
か
ら
考
察
し
得

た
こ
と
、
こ

れ

が
本
回
の
調
査
の
一
つ
の
成
果
で
あ
っ

た
と
い
え

よ
う
。
こ
れ

は
約
3
0ア

ー
ル

と

い
う
人
而
積
を
倔
時
に
発
堀
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得

た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
一
群
の
遺
構
が
平
城
宮
全
体
に
お
い
て
は
た
し
て
い

た
よ
り
具
体
的

な
役
割
に
つ
い
て

は
何
ら
の
手
掛
り
も
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
今
回

の
発
掘
調
査
が
過

去
の
遺
跡

調
査
の
常
識

か
ら
す

れ
ば
、
大

規
模
だ

が
、
平
城
宮

跡
全
体
か
ら
す
れ
ば
わ
ず
か
に
そ
の

上
3
0
0
の
面

積
に
し

か
お
よ
ば
な
い
こ
と
を
考

え

る
と
、
そ
れ
も
止
む
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
、

さ
ら
に
大
規
模
な
今

後
の
調
査
を

ま
っ
て
、
は
じ
め
て
解
明
さ
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
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彫

刻

研

経

調

の

と

俊
乗一
房
重
源
の
研
究

俊
采一
同
市
源
が
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
東
大
寺
の
復
興
造
宮
を
中
心
と
し
て 、

あ

る
い
は
帰
黙
の
浄
土
寺 、

あ
る
い
は
伊
賀
の
新
大
仏
寺 、

あ
る
い
は
周
防
の
阿
弥

陀
寺
そ
の
他
の
造
営
に
刀
を
尽
し
た
一

代
の
傑
俄
で
あ
る
こ
と
は 、

い
ま
さ
ら
い

う
ま
で
も
な
い
乙
と
で
あ
る
が 、

電
源
が
そ
の
生
波
に
な
し
遂
げ
た
仕
事
の
数
々

彫
刻
の
調
査
と
研
究
経
過

過

美

術

工

芸

研

究

室
・

彫

刻

は 、

彼
自
ら
が
書
き
記
し
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
作
善
集」

に
詳
細
に
伝
え
ら
れ
て

鳥羽一念守

そ
の
実
際
の
仕
事
で
い
ま
に
な
お
そ
の
元
の
ま
ま
の
姿
で
遣

さ
れ
て
い
る
も
の
も
決
し
て
少
く
な
い
。

例
え
ば 、

東
大
寺
南
大
門
と
そ
の
二
王

像
や 、

陣術
院
浄
土
寺
の
浄
土
堂
と
そ
の
本
尊
の
阿
弥
陀
三
尊
像
や 、

醍
醐
寺
の
宋

版
一

切
経
や 、

周
防
阿
弥
陀
寺
の
鉄
宝
塔
と
そ
の
内
に
納
め
ら
れ
た
水
品
五
輪
型

舎
利
塔
な
ど
は
そ
の
も
っ
と
も
著
し
い
も
の
で
あ
ろ
う 。

し
た
が
っ
て
こ
れ
等
に

対
す
る
調
査
な
り
研
究
な
り
は 、

す
で
に
早
く
昭
和
6 、

7
年
頃
か
ら
東
大
寺
の

筒
井
英
俊
師
と
小
林
と
の
協
力
で
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
が 、

そ
れ
は
ま
た
当
研
究

所
の
開
設
と
同
時
に
小
林
を
中
心
と
す
る
研
究
所
の
綜
合
研
究
と
し
て
つ
づ
け
ら

れ 、

昭
和
お
年
度
に
は
文
部
省
の
科
学
研
究
費
を
補
助
さ
れ
た
と
と
も
あ
り 、

そ

の
後
も
ず
っ
と
引
続
い
て
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

そ
し
て
昭
和

泊
年
に
お
い
て
は 、

か
つ
て
東
大
寺
浄
土
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
が 、

そ
の
後

い
る
の
み
な
ら
ず 、

阿弥陀如来像

い
つ
か
京
都
鳥
羽
の
一

念
寺
に
移
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
丈
六
の
阿
弥

陀
如
来
像
を
調
査
し 、

ま
た
東
大
寺
の
俊
乗一
民
霊
源
像
の
伝
来
を
追
っ
て 、

か
っ

て
の
俊
乗
堂
す
な
わ
ち
い
ま
の
行
基
堂
の
造
営
年
次
な
ど
を
尋
ね 、

さ
ら
に
ま
た

作
善
集
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
い
る
周
防
の
遠
石 、

小
松
原
（
い
ま
の
松
原） 、

末
武

（
い
ま
の
花
岡）

の
3
八
幡
宮
な
ど
を
調
査
し
て 、

そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
の
成
果
を
お

5 

さ
め
た
。

ζ
と
に
一

念
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
周
丈
六
（
実
測
像
高
7

尺
3
寸
5
分）
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の
実
に
堂
々
とし
た
もの
で
、
そ
れ
がい
わ
ゆ
る
藤原
和
様
を
追っ
て
鎌
倉
初
期

あ
た
り
に
造
ら
れ
た
もの
で
あ
るこ
とは
すぐ
わ
か
る
が
、
もしこ
れ
が
寺伝
の

よ
う
に
東
大
寺
浄
土
堂の
もの
で
あ
れ
ば
、こ
れ
は
お
そら
く六
条
殿尼
御
前
す

な
わ
ち丹
後局
高
階栄
子
が
後白
河
法
皇（
建久３年崩）の
菩
提
を弔
う
た
め
に

造っ
た
もの
と
して
ま
ず間
違い
ない
もの
と
思
わ
れ、
重源
関
係
資料
とし
て

き
わ
めて
貴重
な
もの
に
な
る
わけ
で
あ
る
。

二
　興
正
菩
薩
叡
尊
の
研
究

興正
菩
薩
叡
尊の
研
究
も
、
当研
究
所
とし
て
は
昭
和
3
0
年
度
に
お
け
る西
大

寺
に
対
す
る
綜
合研
究
の一
部
とし
て
すで
に
は
じ
め
ら
れ
、
そ
の
最
初
の
基
礎

調
査
の
成
果
と
して
同
年
度
に
発
行
され
た「
西
大
寺叡
尊伝
記
集
成
」
があ
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。し
か
し
叡
尊
が鎌
倉
中
期
頃
に西
大
寺を
中
心
と

して
活
躍
し
た業
蹟
の
ほ
どは
、
地
域
的
に
も
かな
り
ひ
ろ
く、
ま
たそ
の
関
係

寺
院そ
の
他
の
数
も
き
わ
めて
多
数
に
上
り
、
あまつ
さえ
そ
れら
の
寺
院な
ど

に
は
必
ずと
いっ
て
よ
い
く
ら
い
叡
尊関
係の
資料
を何
かと
伝
え
て
い
るので

あ
る
か
ら
、こ
れ
等
を
すっ
か
り
調
べ上
げ
る
とい
うこ
とは
なか
なか
容易
な

業で
は
な
い
。
し
た
がっ
て
こ
の研
究は
昭
和
3
0
年以
来
ずっ
と
続けて
おこ
な

わ
れて
い
ると
は
い
う
もの
の
、
ま
だそ
の
半
ばに
も
達して
い
な
い
と
いっ
て

よ
い
だろ
う
。し
か
し
昭
和
3
4
年
度
に
お
いて
は
、
や
は
り西
大
寺
を中
心と
し

て
、
前
に
その一
部
を
整
理し
た本
堂の
文
殊
菩
薩
像の
納
入
文
書こ
と
に
そ
の

大
般若
経の
奥
書を
すっ
か
り
調
べ、
ま
た西
大
寺文
書の
調
査
を
はじ
め
た
。

そ
して
ま
た関
係
寺
院の
大
蔵
寺の
地
蔵
菩
薩
像や
、西
方
寺の
薬
師如
来
像
や、

金峯
山
寺の
聖
徳太
子
像
や、
円
成
寺の
南
無
仏
太子
像
や、
海
竜王
寺の
愛
染

明
王
像
等の
調
査
並
び
に研
究
を
おこ
ない
、
さ
ら
に
遠
く尾
道
浄土
寺の
聖
徳

太
子
像
や
浄
土
寺文
書の
調
査
を実
施し
た
。
な
お
偶
然の
機会
から
叡
尊
ゆか

り
の
仏
師
善
慶の
造っ
た
薬
師如
来
像
が淡
路
島の
正
福
寺で
発
見
さ
れ
たこ
と

は
喜
ばし
い
限り
で
あ
る
。

三
　藤
原
彫
刻
の
研
究

藤原
彫
刻の
研
究
は
、
昭
和
3
1
年
度
に
お
け
る
文
部
省の
科
学研
究
費
に
よ
る

小
林の「
和
様
彫
刻の
形
成
と
その
伝
播」
とい
う研
究
に
よっ
て
は
じ
め
ら
れ

た
もの
で
あ
る
が、周
知の
よ
う
に
藤原
彫
刻
は
その
作
例の
数
も
き
わ
めて
多

く
、
ま
た研
究し
な
け
れ
ばな
ら
ない
諸要
素
も
か
な
り
多
岐
に
亙っ
て
い
るの

で
あ
る
か
ら
、こ
れ
等
を一
応
整
理
す
る
だ
けで
も
な
か
な
か
容
易で
ない
。
そ

こ
で
こ
の
研
究で
は
と
に
か
く
その
造
立の
年
次
と
か
由
緒
と
か
がた
し
か
め
ら

れ
る
もの
を
主
と
して
、
そ
れ
等
に
関
係
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
もの
だ
け
を
と
り

上
げるこ
と
に
し
た
。そ
れ
で
も
な
か
な
か
大
変で
、こ
こ
数
年
の
間
に
よ
う
や

く
次の
よ
う
な
も
のの
基礎
調
査
だけ
を
終っ
た
。す
な
わ
ち
仏
師定
朝に
よっ

て
完
成
され
たと
い
わ
れ
る
和
様
彫
刻
の頂
点
を一
応
、
通
説の
よ
う
に平
等
院

鳳
凰
堂の
阿
弥陀
如
来
像と
その
供
養
菩
薩
像群
と
して
、こ
う
し
た
和
様
彫
刻

がで
き
るまで
の
経過
を
た
ど
る作
例
と
して

広
隆
寺講
堂阿
弥陀
如
来
像、
仁
和
寺
金
堂阿
弥陀三
尊
像、
醍
醐
寺
薬
師
堂

薬
師三
尊
像、
岩
船
寺阿
弥陀
如
来
像、
六
波
羅
蜜
寺本
堂
薬
師如
来
像、同

十一
面
観
音
像、
新
薬
師
寺准
胝
観
音
像、
善
水
寺
薬
師
如
来及両
脇
侍
像、

興
福
寺
薬
師如
来
像、
六
波
羅
蜜
寺本
堂地
蔵菩
薩
像
等

を
とり
あ
げ、
ま
た
和
様の
完
成
と
その
後の
伝
播と
を
尋
ね
るこ
と
がで
き
る

６



も
の
と
し
て

広
隆
寺
十
二
神
将
像、

霊
山
寺
薬
師
三
尊
像、

興
善
寺
釈
迦
知
来
及
薬
師
如
来

像、

浄
瑠
璃
寺
本
堂
九
鉢
阿
弥
陀
像、

同
毘
沙
門
天
像
（
四
天
王
の
中）、

興
善

寺
大
日
如
来
像、

法
界
寺
阿
弥
陀
堂
阿
弥
陀
如
来
像、

法
金
剛
院
本
堂
阿
弥
陀

如
来
像、

善
明
寺
阿
弥
陀
知
来
像、

安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像、

大
日
寺
五
智

如
来
像、

大
原
来
迎
院
薬
師
如
来、

阿
弥
陀
如
来
及
釈
迦
如
来
像、

長
岳
寺
阿

弥
陀
三
尊
像、

福
寿
寺
千
手
観
音
像、

湯
川
阿
弥
陀
堂
本
尊
像、

円
成
寺
本
堂

阿
弥
陀
如
来
像
等

を、
そ
し
て
な
お
藤
原
後
期
で
あ
り
な
が
ら
ま
だ
前
期
の
要
素
を
多
分
に
伝
え
て

い
る
も
の
と
し
て

融
念
寺
聖
観
音
像、

鞍
馬
寺
吉
祥
天
像、

醍
醐
寺
薬
師
堂
吉
祥
天、

閤
魔
天
及

帝
釈
天
像
等

を
と
り
あ
げ
て、
乙
れ
等
の
各
像
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
調
査
も
し、

ま
た
き

わ
め
て
精
密
な
写
真
な
ど
を
撮
影
し
た。

四

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
院
派
仏
師
の
研
究

ー！
日
本
彫
刻
作
家
研
究
の
中

｜｜

院
派
仏
師
と
は、

名
匠
定
朝
に
は
じ
ま
る
専
門
仏
師
の
中
で
そ
の
も
っ
と
も
正

し
い
嫡
系
を
な
す
も
の、

す
な
わ
ち
定
朝、

覚
助、

院
助、

院
覚、

院
尊
と
伝
え

ら
れ
た
系
統
の
も
の
を
指
す
わ
け
で、

鎌
倉
時
代
の
初
頭
に
お
い
て
は
院
尊、

院

実、

院
承、

院
賢
等
の
名
が
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。
し
か
し
ど
う
し
た
乙

と
か、
こ
の
院
派
仏
師
の
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
活
躍
の
ほ
ど
は、

後
に
述
べ
る
よ

う
に
そ
の
現
存
作
例
も
か
な
り
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
な
が
ら、
そ
れ
等
の
各
作
者

彫
刻
の
調
査
と
研
究
経
過

の
こ
と
が
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い。
乙
と
に
そ
れ
等
各
作
者
の
師
弟
関
係

そ
の
他
の
仏
師
と
し
て
の
立
場
と
い
っ
た
よ
う
な
乙
と
が
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い。
そ
乙
で
こ
の
研
究
に
お
い
て
は、

む
し
ろ
そ
の
現
存
作
例
に
重
点

を
お
い
て、
そ
れ
等
の
彫
刻
と
し
て
の
線
式
や
手
法
な
ど
の
上
か
ら、

関
係
を
明
ら
か
に
し
て、
い
わ
ゆ
る
院
派
仏
師
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思

ぅ。
い
ま
知
ら
れ
て
い
る
院
派
仏
師
の
現
存
作
例
の
主
な
る
も
の
は

東
大
寺
及
手
向
山
神
社
舞
楽
散
手
面
｜
承
元
元
年
（一
二
O
七〉
院
賢
作

京
都
宝
積
寺
十
一

面
観
音
像

天
福
元
年
（一
三
三二）
院
範
作

京
都
仁
和
寺
悉
達
太
子
像
l
建
長
四
年
（一
二
五
二）
院
符
作

滋
賀
求
法
寺
慈
恵
大
師
像
｜
文
永
四
年
（一
二
六
七〉
院
農
作

奈
良
達
磨
寺
聖
徳
太
子
像
l
建
治
三
年
（一
二
七
七）
院
恵、
院
道
作

滋
賀
高
野
神
社
慈
恵
大
師
像
｜
弘
安
六
年
（一
二
八一一一）
院
信
作

法金剛院十 一 面観音像

そ
の
相
五
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滋
賀
金
剛
輪
寺
慈
恵
大
師
像二
躯－
弘
安
九年（
三（
六）
正
応元
年（
三（（
）
蓮
妙
作

高
野山
常
喜
院
地
蔵
菩薩
像－
永
仁二
年（
匸一
九四
）
院
修、
院
湛
、
院
唱
、
院
亮
作

熊
本
青
蓮
寺
阿
弥
陀
Ｅ
尊
像－
永
仁
三
年（
匸一
九五
）
院
玄
作

伊
勢
外
宮
伝
来
妙
見
菩
薩
像ｉ
正
安三
年（
一
三
〇
二
院
命
作

京
都
神
護
寺
浮彫
弘法
大
師
像－
正
安四
年（
一
三
〇
二
）
定
喜
作

尾
道
浄
土
寺
聖
徳
太
子
像－
乾元
二
年（
一
三
〇
三
）
院
憲
作

京
都法
金
剛
院
十一
面
観
音
像上
兀
応元
年（
て
二
九）院
湛
、院
吉
、覚
舜
、院
聖
等
作

鎌
倉
覚
園
寺
阿
泪
三
尊
像上
兀亨二
年（
匸一二
二
）
院
興
作

高
知
金剛
頂
寺
浮
彫
真
言
八
祖
像ｉ
嘉
暦二
年（
一
三
二
七
）
定
審
作

愛媛
大
山
祗
神社
大
日
如
来
像－
元
徳二
年（
一
三
三
〇
）
院
吉
作

の
如
く
で
あ
る
が、
昭
和
3
4
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
で
求
法
寺
と
達
磨
寺
と

金
剛
輪
寺
と
常
喜
院
と
法
金
剛
院
と
の
各
像
を
調
査
し
た
。こ
の
中
で
法
金
剛
院

の
十一
面
観
音
像
の
如
き
は
、
こ
れ
等
が
す
べて
そ
の
造
像
に
た
ず
さ
わっ
た
も

の
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
そ
の
納
入
文
書
の
中
に
仏
師
と
し

て
院
湛
、
院
吉
、
覚
舜
、
院
聖
、
観
保
、
定
審
、
院
蔵
、
院
救
、
慶
賢
、
院
即
、

院
舜
、
観
存
、
快
実
、
院
鑒
、
澄
審
、
定
憲
等
の
名
が見
出
さ
れ
て
、こ
の
研
究

に一
つ
の
大
き
な
光
明
を
与
え
て
く
れ
た
。

五
　能
楽
発
達
期（
室町－
江戸初期）
に
お
け
る
能
狂
言
面
の
研
究

わ
が国
の
伝
統芸
術に
対
す
る一
般の
関
心
は
近
来とみ
に
高まっ
て
き
た
が、

こ
と
に
能
楽に
つ
い
て
は
その
文
学
史的
な問
題
は
もと
よ
り
のこ
と
、
そ
れ
に

用
い
ら
れ
る
能面
や
能衣
裳や
その
他の
小
道具
な
どに
も注
意を
向
け
るも
の

がひ
じよ
うに
多
く
なっ
て
き
たよ
うで
あ
る
。当
研
究所
に
於て
もそ
の
は
じ

め
は
まこ
とに
偶然
な機
会
から
奈
良の
山
間
に
あ
る小
さ
な
神社
か
ら
い
くつ

かの
古い
能面
を
発見
し
た
が、
そ
ん
なこ
と
が
幾
度か
度重
なっ
て
、
従
来
あ

ま
り
世
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
し
か
も
室
町
時
代
の
も
の
と
し
て
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
古
い
能
面
が
か
な
り
数
多
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
等
の
中
で
、
と
く
に
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
を
表

示
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

応
永二
十
年（一
言
Ｉ）
　奈良豆
比
古
神
社
癧見
面－
千
草
左
衛門
大
夫
作（
銘）

奈
良豆
比
古
神
社
翁面
、
黒
色
尉面
、
尉面
等

永
享二
年（一
四言
）
　
　
吉
野天
川
社黒
色
尉面－
十二
又
五
郎（
銘）

宇
陀
海
神
社
翁面－
十
二（
銘）

明
応二
年（一四九三）
　
　
吉
野
勝手
神社
若い
男
面
、
若い
女
面－
七
郎
作（
銘）

天
文（一三
Ｔ一
藍五）頃
　柳
生長
尾
神
社
翁面
、
尉面
、
延
命冠
者面
等

永
祿五
年（
亘（
己
以
前
　宇
陀
海
神
社父
尉面
、黒
色
尉面
、
延
命冠
者面
、
飛出
面
、

若
い男
面
、
怪士
面
等（
面
箱
銘）

天
正
二
年（
一聒四）
　
　
吉
野天
川
社
翁面－
お
ちの
き
た
ら
う
作（
銘）

天
正
六
年（
一黽（
）頃
　多
武
峯
談
山
神
社
若い
女
面（
面
箱
銘）

天
正
十
九
年（一
五九一
）
　吉野天
川
社
猩
面々－
ヤ
マ
タロ
キヒ
ヤ
ウエ
作（
銘）

柳
生
水
間
八
幡
神
社
飛出
面
―
喜兵
作（
銘）

柳
生
水
間
八
幡
神
社
若
い男
面
、
若い
女
面
、
延
命冠
者面
、
尉

面
。
翁面
、父
尉面
、黒
色尉
面

寛
永五
年（
一六二（
）
　
　
吉
野天
川
社
若
い
女面－
秀
能井
時
守（
銘
）

こ
れ
等
は
能
面
史
の
上
に
ま
こ
と
に
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
、
従
来
の
能
面

に
対
す
る
考
え
方
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し

た
がっ
て
こ
の
研
究
に
於
て
は
奈
良
地
方
に
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

古
い
能
面
を
尋
ね
出
す
と
共
に
、
ま
た
近
江
路
や
北
陸
道
や
山
陽
道
あ
た
り
の
神

社
に
も
調
査
の
手
を
指
し
伸
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

六
　印
　仏
　の
　研
　究

－

元
興
寺
極
楽
坊
の
庶
民
信
仰
資
料研
究の一
部
と
してＩ

Ｓ



印
仏
と
は
ま
た
摺
仏
と
も
い
わ
れ 、

紙
に
い
ろ
い
ろ
な
仏
の
姿
を
木
版
で
印
刷

し
た
も
の
で 、

そ
れ
に
は
一

紙
に
単
独
の
仏
菩
薩
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
や 、

ま
た

同
じ
姿
の
も
の
を
多
数
並
べ
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
て 、

尉面ー阿古父尉ヵ

長尾神社

面能

そ
の
形
式
は
多
種
多
様
で

あ
る 。

と
の
印
仏
が
は
た
し
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
乙

と
は 、

い
ま
ま
で
に
も
こ
れ
を
論
究
し
た
も
の
が
な
い
乙
と
は
な
い
が 、

ど
う
も

あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
を
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
乙
で
元
興
寺
極
楽
坊
に
お
け
る
庶
民
信
仰
資
料
の
研
究
を
き
っ
か
け
と
し
て 、

た
ま
た
ま
同
寺
に
か
な
り
多
数
の
印
仏
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
を
中
心
と
し
て 、

そ
の
伝
来
そ
の
他
の
由
緒
の
正
し
い
も
の 、

例
え
ば
仏
像
の
像
内
に
納
入
さ
れ
て

い
た
も
の
な
ど
を 、

で
き
る
だ
け
数
多
く
調
べ
て 、

そ
れ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な

意
味
合
い
を
も
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
尋
ね
て 、

そ
の
ほ
ん
と
う
の
意

義
や
性
格
な
ど
を
も
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

現
在
は
ま
だ
そ
の
資
料
集
収

彫
刻
の
調
査
と
研
究
経
過

の
時
期
で
あ
る
が 、

い
ま
ま
で
に
調
査
し
た
主
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る 。

阿
弥
陀
如
来
印
仏
（
浄
瑠
璃
寺
九
鱗
阿
弥
陀
像
納
入〉

毘
沙
門
天
印
仏
（
旧
中
川
寺
毘
沙
門
天
像
納
入）

十
一
面
観
音
印
仏
（
福
寿
寺
千
手
観
音
像
納
入）

阿
弥
陀
如
来
印
仏
（
遣
迎
院
阿
弥
陀
如
来
像
納
入）

弥

物

仏

印

仏
（
興
福
寺
北
円
堂
弥
勅
仏
像
納
入）

吉

祥

天

印

仏
（
浄
瑠
璃
寺
吉
祥
天
像
納
入）

如
意
輪
観
音
印
仏
（一
克
興
寺
極
楽
坊
伝
来）

千
手
観
音
印
仏
（
興
福
寺
食
堂
千
手
観
音
像
納
入）

毘
沙
門
天
印
仏
（
興
福
寺
食
堂
千
手
観
音
像
納
入）

聖
徳
太
子
印
仏
（
元
興
寺
極
楽
坊
聖
徳
太
子
像
納
入）

十
一
面
観
音
印
仏
〈
法
金
剛
院
十
一
面
観
音
像
納
入）

愛
染
明
王
印
仏
（
元
興
寺
極
楽
坊
弘
法
太
子
像
納
入）

乙
れ
等
は
多
く
そ
の
造
像
の
勧
進
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が 、

そ
の
利

用
の
仕
方
が
時
代
に
よ
り 、

ま
た
寺
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
っ
た
も
の
が

う
か
が
わ
れ
る
の
も
興
味
を
ひ
く 。

そ
れ
に
し
て
も 、

こ
れ
は
や
は
り
仏
を
造
る

一

人
で
も
多
く
の
人
に
浴
さ
し
め
よ
う
と
し
た
仏
家
の
善
意
か

ζ

の
印
仏
も
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
研
究
の

と
い
う
作
善
を 、

ら
出
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て 、

対
象
で
あ
る
と
思
う 。

七

淡
路
島
の
文
化
財
調
査

昭
和
M
年
の
5

月
幻
日
か
ら
ぬ
日
ま
で
と 、

8
月
初
日
か
ら
お
日
ま
で
の
計
8

日
聞
に 、

洲
本
市
に
あ
る
淡
路
信
用
金
庫
美
術
館
の
要
請
に
よ
っ
て
淡
路
島
全
島

の
文
化
財
を
調
査
し
た

。

乙
れ
は
と
れ
ま
で
と
か
く
見
棄
て
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ
た

淡
路
島
に
も
何
か
文
化
財
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
と
共
に 、
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い
ま
ま
で
あ
ま
り
文
化
財
な
ど
に
関
心
の
な
か
っ
た
島
内
の
人
達
に
こ
の
調
査
を

き
っ
か
け
と
し
て
す
乙
し
で
も
文
化
財
K
対
す
る
認
識
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に、

と
く
に
美
術
館
の
方
で
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
乙
の
調
査
の
実
施
も
ほ
と
ん
ど
美
術
館
の
計
画
し
た
通
り
に
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
が、

そ
れ
は
こ
の
調
査
の
も
と
も
と
の
主
旨
か
ら
し
て
島
内
を
隅

な
く
廻
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
か
ら、

と
と
ろ
に
よ
っ
て
は
あ
ま
り
じ
ゅ
う
ぶ
ん

な
調
査
を
す
る
い
と
ま
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
ほ
ぼ
次
に
掲
げ
る
よ

う
な
か
な
り
す
ぐ
れ
た
文
化
財
の
数
々
に
接
す
る
ζ

と
が
で
き
た
。

す
な
わ
ち

銅

銭
（
弘
安
六
年
銘）

鉄
宝
塔
残
欠
（
文
保
二
年
銘）

金

鼓
（
天
文
十
五
年
銘）

千
手
観
音
像
（
室
町
時
代）

金

談
（
延
康
二
年
銘）

薬
師
如
来
像
（
平
安
初
期）

金

談
（
正
平
三
年
銘）

光

寺
（
洲
本
市）

寺
（
洲
本
市）

寺
（
津
名
町）

山泉

東満

十
二
神
将
像
（
藤
原
時
代）

成

楽

寺
（
北
淡
町）

大
日
如
来
像
（
藤
原
時
代）

岩

上

神

社
（
一

宮
町）

金

鼓
（
応
安
三
年
銘）

妙

京

寺
（
一

宮
町）

金

銭
（
永
享
十
二
年
銘）

浄

土

寺
（

二
呂
町）

石
造
宝
俵
印
塔
（
鎌
倉
時
代）

竜

宝

寺
（
一

宮
町）

不
動
明
王
像
（
平
安
初
期）

河

上

神

社
（
五
色
町）

神
像
八
躯
（
藤
原
前
期
｜

室
町
時
代）

河

内

神

社
（
五
色
町）

銅

銭
（
永
和
五
年
銘）

鳥
飼
八
幡
宮
（
五
色
町）

大
般
若
経
（
天
福
元
年
奥
書）

日

光

寺
（
西
淡
町）

銅

鐸

大

和

神

社
（
三
原
町）

大
和
社
鉄
印
（
平
安
初
期）

賢

光

寺
（
三
原
町）

銅
造
経
筒
（
鎌
倉
時
代）

国
分
寺
（
三
原
町）

釈
迦
如
来
像
（
磨
応
三
年
仏
師
命
門
作
銘）

飛
天
像
残
欠
（
藤
原
時
代）

成

相

寺
（
三
原
町）

薬
師
如
来
像
（
平
安
初
期）

成
相
寺
伽
藍
絵
図
（
室
町
時
代）

護

国

寺
（
南
淡
町）

大
日
如
来
像
（
藤
原
時
代）

古
文
書
（
鎌
倉
室
町
時
代〉

福
良
八
幡
神
社
（
南
淡
町）

神
像
六
躯
（
鎌
倉
室
町
時
代）

正

福

寺
（
南
淡
町）

薬
師
如
来
像
（
建
長一
克
年
仏
師
善
慶
作
銘）

10 

竜宝寺

の
如
く
で
あ
る
。

こ
と
に
乙
の
中
の
竜
宝
寺
の
不
動
明
王
像
は
近
世
の
粗
悪
な
修

補
に
よ
っ
て
見
た
目
を
ひ
じ
よ
う
に
わ
る
く
し
て
い
る
が、

元
来
は
ま
こ
と
に
古

様
を
伝
え
た
本
格
的
な
像
で、

ま
た
な
か
な
か
す
ば
ら
し
い
造
型
を
な
す
も
の
で

あ
る
。

平
安
初
期
の
も
の
と
し
て
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
正
福
寺
の

薬
師
如
来
像
は
建
長
元
年

（
一
二
四
九〉

に
仏
師
善
慶
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
の

銘
を
も
つ
も
の
で、

も
つ
ば
ら
西
大
寺
叡
尊
に
用
い
ら
れ
た
仏
師
善
慶
の
作
例
が

ζ

ん
な
と
乙
ろ
に
在
る
の
は
ち
ょ
っ
と
奇
異
に
も
思
わ
れ
る
が、

と
の
像
の
様
式

イ象王明動不

や
手
法
な
ど
は
た
し
か
に
鎌
倉
中
期
頃
の
写
実
を
主
と
じ
た
も
の
で、

ま
た
か
な

り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
れ
等
は
乙
の
調
査
の
も
っ
と
も
大
き
な
収
穫
と
い

（
小

林

え
よ
う
。

'--' 



雅詔「
常
瑜
伽
院
指
図」に
つ
い
て

前
々
年
度以
来
数
次
に
わ
たり
仁
和寺
の
文
書につ
いて
調
査
し
た結
果
の一

部
は
既
に
発
表し
た
か
、
特
に
、
建
築と
して
絵
図
類
に
注
意
し
た点
の
中
、
標

題
に
掲
げ
たも
の
が最
も
見
る
べき
もの
で
あ
ると
考え
、
こ
こ
に
紹介
し
たい
。

仁
和寺
蔵の
絵
図
類
は
三
分
し
て
、
御
経
蔵と
塔巾
蔵
と黒
塗手
箱乙
と
し
て

目
録
がと
ら
れて
い
る
。
その
うち
、
御
経
蔵の
もの
は
主
と
し
て
仁
和
寺
寛
永

再
興
に
関
す
る
もの
、
もし
く
は再
興
後の
諸儀
式
に
関
す
る
指図
で
あり
、
塔

中
蔵の
は
鎌
倉、
室町
時代
に
行
わ
れ
た
灌頂
等
諸
儀式
の
指図
を
基に
し
た江

戸
時代
の
写
本
で
あ
る
。黒
塗手
箱乙
の
は
塔中
蔵の
原
本
で
あ
るよ
う
な
もの

で
あ
る
。こ
れ
らに
よ
る
と
仁
和
寺
は
創
立以
後
幾
度か
火
災
に
遇
い
、
特に
中

世以
後
甚し
く
荒
廃し
て
い
た
た
め
、
寺
中
或
は
所
属
院家
の
古図
とい
う
もの

は
伝
来
に
乏
し
く
、
特
に
鎌
倉
、
室
町
時
代の
院家
全
体
を
知
るこ
との
出
来
る

資
料
はこ
こ
に
掲
げ
た「
常
瑜
伽
院
指
図
」（
口
絵参照）
が唯一
の
もの
で
あり
、

次い
で
桃
山
時
代
の
もの
に
は「
当
時
御
所図０１
匹匹⇔

所也」と
あ
る
もの
か一

枚
あ
る
限り
で
あ
る
。後
者
は
真
光
院の
もの
と
推
定
出
来
、
仁
和
寺
が
、今
の

地に
造
営し
た
本
坊
の
前
身
を
なす
もので
あ
る
。

［
常
瑜伽
院
指図
］（
雌
飭
Ｈ
）は
黒
塗手
箱乙
下
段二
に
収
め
ら
れて
い
る
も
の

で
、
端
裏
書に

長
享二
年六
月
廿
日

永正
六
年
十月
中
旬
比
此
図
法
印
御
清
書
者
也

「
常瑜伽院
指図」
につ
いて

建
造
物
研
究
室・
建
築

其
本一
可
有
真
光
院

と
記
し
、
題
字
と
し
て「
常
瑜
伽
院
指
図
」
と
あ
る
。
乂
附
箋
に
よっ
て
寛
永
十

一
年
よ
り
夫
々
の
年
が
逆
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よっ
て
、
こ
の
図
は
長
享
三

年
六
月
廿
日
に
ま
ず
作
図
さ
れ
て
、
永
正
六
年
十
月
巾
旬
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
、

別
の一
本
は
真
光
院
に
あっ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
常
瑜
伽
院
と
い
う
の
は『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
　
（
今
仁
和寺
所
蔵、
も
とは

尊寿
院所
有の
も
の
）
中
の「
御
室
御
住
房
処
々
記
」
に
仁
和
寺
本
房
と
し
て
、
北

院・
南
院・
大
聖
院・
紫
金
台
寺・
光
明
寿
院
と
列
記
し
た
最
後
に
掲
げて
い
る

も
の
で
、
同
じ「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」（
一
条法
眼
が仁
治三
年
に
註
し
たも
の
）
に

は
見
ら
れ
ず
、
故
に
創
立
は
仁
洽
以
後
で
あ
り
、
常
瑜
伽
院
御
室
と
呼
ば
れ
る
寛

性（
伏
見
院
第三
御
子
、
正
応二
年
誕生
。
貞
和二
年
入
滅
）
に
関
係
し
、
後
常
瑜
伽

院
御
室
と
い
う
永
助（
後光
厳
院御
第五
子
、
康
安二
年
誕生
、
永
享九
年
入
滅
）
も
使

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」

で
は
既
に
見
ら
れ
ず
、
こ
の
記
の
最
後
の
記
事
が
延
宝
五
年
に
関
係
す
る
か
ら
、

江
戸
時
代
初
期
に
は
既
に
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
なっ
て
い
て
、
仁
和
寺
本
坊
が
真

光
院
と
な
る
以
前
に
な
く
なっ
て
い
た
も
の
と
思
え
る
。
し
た
がっ
て
、
こ
の
図

が
永
正
六
年
に
作
成
さ
れ
た
時
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
て
創
立
し
た
時
は
明
ら
か
で
な
い
に
せ
よ
、
常
瑜
伽
院
は
鎌
倉
時
代
末
よ

り
室
町
時
代
末
ま
で
存
在
し
て
い
た
院
家
で
あ
っ
て
、
こ
の
図
は
そ
の
間
の
或
る
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状
態
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

位
置
に
つ
い
て
は
、
尊
寿
院
本
の
中
で

真
性
法
印
記
云
、
神
殿
の
北
方
御
池
之
上
、
西
方
、
御
所
跡
也
、
南
方
者
御

風
呂
跏
也
、
少下
所
也
云
々

と
説
明
し
、
同
本
南
院
の
項
で
、

真
性
法
印
記
云
、
常
瑜
伽
院
南
北（
、
南
院
之
跡
厄
、
今
田
地
計
也
、
三
四

段
許
哽
、
御
池
昔（
南
院
之
池
也
、
是
寛
平
法
皇
之
御
所
也
、
近
来（
常
瑜

伽
院
之
池
也
、
乂
池
西
岸
大
石
在
之
、
南
院
塔
跡
也云
々

と
も
あ
り
、
南
院
と
常
瑜
伽
院
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

真
性
法
印
記
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
真
性
法
印
記
を
た
し
か
め
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
の
記
の
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
真
性
法
印
は
心
蓮
院
の

齎
怡
法
印
の
こ
と
で
、
巾
将
法
印
と
も
号
し
、
和
気
朝
臣
入
道三
位
明
重
の
子
で
、

宏
盛
法
印
の
付
法
上
足
、天
正
七
年二
月
二
十一
日
に
入
滅
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
天
正
七
年
以
前
に
は
常
瑜
伽
院
は
既
に
廃
滅
し
て
お
り
、
そ

の
跡
は
神
殿
の
北
方
と
い
う
。こ
の
神
殿
は
仁
和
寺
本
坊
で
あ
る
大
聖
院
に
属
す

る
も
の
で
、
こ
の
大
聖
院
は
真
光
院
の
北
、一
岡
の
西
と
い
う
あ
た
り
に
あっ
た

と
知
ら
れ
る（
顕
証の「
仁
和
寺
諸
院家
記し
の
で
あ
る
か
ら
、
今
並ヶ
岳
中
、一

岡
の
西
方
に
あ
る
常
盤
神
田
町
と
あ
る
地
点
を
、
神田
が
神
殿
に
通
ず
る
か
ら
と

り
、
そ
れ
よ
り
東
北
に
あ
る
宇
多
野
御
池
町
が
常
瑜
伽
院
の
御
池
と
見
れ
ば
、
そ

の
御
池
よ
り
西
で
あ
り
、
常
盤
神
田
町
よ
り
北
の
宇
多
野
御
屋
敷
町
で
あ
る
辺
り

が
、
常
瑜
伽
院
の
位
置
に
推
定
出
来
る
。

南
院
と
い
う
の
は
、
さ
き
の
引
用
文
で
は
寛
平
法
皇
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
、
高
野
御
室（
白河
法
皇
第四
子
、
寛
治五
年
誕生
仁平
三
年
入
滅
）
　が始
め

ら
れ
た
も
の
で
、
長
承
元
年
に
移
徙
さ
れ
た
と
い
う（『
本要
記
』所
収
古
徳記
に
よ

る）。長
承
四
年
正
月
二
十
八
日
に一
間
四
面
二
階
の
丈
六
釈
迦
堂
が
供
養
さ
れ
、

康
治
元
年
三
月
七
日
に
丈
六
光
堂（
迎
接
堂で
丈
六
阿
弥
陀
如
来
を
安置
し
た）
が
供

養
さ
れて
い
る
。こ
の
堂
の
供
養
記
が顕
証
の「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」
の
裏
書
に

引
用
さ
れ
て
い
る（
そ
の
脇
註
に
長
承四
年正
月
とい
れて
い
るこ
と
は
誤り
で
あ
る）

の
に
よ
笵
と
。

南
院
御
堂
供
養
云
、
今
日
仁
和
寺
覚
法
親
王
供
養
堂
、
依
大
殿
仰
已
時
許
行

向
彼
堂
所
、
丈
六一
間
四
面
丈
六
阿
弥
陀
堂
也
、
前
有
緑
池
水
色
湛
气
西

有
高
嶺
滝
水
早
落
、
東
対
並岳
云
々

ほ
ぼ
そ
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
東
に
池
を
こ
え
て
並ヶ
岳
に
対
し
西
に
滝
が
あ

るこ
と
す
な
わ
ち
こ
の
滝
を
鳴
滝
と
思
い
、
こ
の
情
景
は
さ
き
の
宇
多
野
御
屋
敷

町
に
南
院
を
お
く
時
に一
致
し
、
ま
た
南
院
の
跡
に
常
瑜
伽
院
を
た
て
た
こ
と
に

符
合
し
、
常
瑜
伽
院
の
位
置
を
こ
こ
に
推
定
し
た
こ
と
に
誤
り
が
な
い
と
た
し
か

め
る
。

こ
の
指
図
に
よ
る
と
、
院
の
建
物
は
池
よ
り
西
に
位
置
し
て
、
西
と
南
に
は
塀

が
あ
り
、
西
側
の
北
寄
り
に「
西
御
門
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
御
堂
、
客
殿
に
通
ず

る（
レ
の
門
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
南
に
も
門
が
あ
り
御
厨
子
所
に
通
ず
る
の
で

ケ
の
門
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殿
堂
舎
屋
は
、
北
よ
り
大
御
堂・
小
御
堂・
北
向
客

殿
を
含
む
寝
殿
等
か
お
り
敷
地
の
北
よ
り
に
主
な
建
物
が
置
か
れ
、
そ
れ
か
ら
南

に
御
中
居
等
を
含
む
東
御
所
、
御
厨
子
所
を
含
む下
御
所（
対
の
舎・
台
所
を
含

む
）
と
風
呂
屋
が
独
立
し
て
立
ち
、
全
体
に
建
物
は一
線
上
に
西
若
く
は
東へ
交

互
に
寄
せ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
離
れ
て
い
る
建
物
は「
ツ
リ
ヤ
」
と
呼
ぶ
渡
廊

下
ら
し
い
も
の
でっ
な
い
で
い
る
。
ま
た
庭
に
は
柳・
松・
梅・
桃
等
が
植
込
ま
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れて
い
るし
、
池中
に
は「
船
ヤト
リ
」
が
あり
、
北
寄
り
の
池
畔
に
は
塔
があ

る
。塔
の
材
料形
態
は
わ
か
ら
ない
。
そ
れ
は
さ
きの
引
用
文
中
に「
池西
岸
大

石
在
之
、
南
院
塔
跡
也」
と
あ
る
もの
か
も知
れ
ない
。

こ
の
図
中
、
客殿
と
見
ら
れ
る
もの
に
、
南
向の
九間
の
部屋
に
は
畳
が
敷か

れ
た
様子
を示
し「
武家
渡
御之
時分
ノ
躰
也」
と
書
きい
れて
い
る
。こ
の
常

瑜
伽
院に
足
利
将軍
が来
だの
は、四
代
義
教の
永
享四
年三
月
十二
日
の
こ
と

で
、
桜見
をし
て
い
る
もの
に
当
る
。
そ
う
と
れ
ば
、こ
の
客
殿
は
永
享四
年
に

は出
来て
い
たこ
と
、更
に
、
後
常
瑜
伽
院
御
室
永
助
か父（
後光厳院）
の
た

め
に三
十
三
回
忌
を
応
永
十三
年
に
、
生母
崇
賢門
院一
回
忌（
正長元年
）、七

回
忌（
永享五
年）
　に行っ
て
い
るこ
と
が知
ら
れ
、
こ
の
当
り
、
その
よ
う
な

儀
式
に
使
わ
れて
い
た
も
の
と
思い
、
そ
れ以
前の
建
築
と
な
る
。
図
に
よ
れ
ば、

五
間
に
六
間
の
も
の
に
中
門
廊
が北西
に
、
広
縁
が東
につ
き
、
東
南
に
は一
部

を
東
御
所
と
す
る略
似
た
規
模の
建
物
がっ
き
、
そ
の二
つ
を
結
ぶ
附
属
の
部
屋

（
赤ヘ
リ
ノ
間
、
御
中
居
）
を以て
し
た平面
を示
し
、
南
北
朝よ
り
室
町
時
代

初
期
に
わ
た
る
寝
殿の
状況
を示
す好
例で
あ
る
。

従っ
て
こ
の
図
は『
門
葉
記
』見
ら
れ
る三
条
白河
房
及
び十
楽
院の
指図
と

併せ
て
、
院
家
全
体
を示
す
指
図
とし
て
とり
あ
げ
る
べき
もの
で
、
時
代
と
し

て
は
そ
れ
らよ
り
や
や下
っ
た
時の
例
とし
て
稀
に見
る
貴
重
な
資料
と
考え
る
。

（
杉
山
信
三）

「
常
瑜
伽
院
指
図
」
に
つ
い
て
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版

解

図

住

盆

恰旧

材

黒
漆
塗

室
町
時
代

説（
八
膳
の

内）

奈
良
市
雑
司
町

手
向
山
神
社
蔵

高
さ
品

刃
包
・

横ωo
r
ヨ
・

縦
3・
f
B

古
く
よ
り
手
向
山
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の

で
現
在
は
八
膳
を
残
す。

桧
材
で
布
を
貼
り
そ
の
上

に
黒
漆
を
か
け
て
仕
上
げ
た
も
の
で
本
格
的
な
作
成

と
い
え
よ
うo

天
板
の
み
に
朱
漆
を
塗
っ
て
い
る
。

住
吉
盆
と
い
う
名
称
は
必
ず
し
も
正
確
な
呼
称
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
神
社
で
古
く
よ
り
呼
ば
れ
て
い

る
名
称
で、

こ
れ
は
祭
礼、

子
掻
会
の
時
に
神
僕
を

も
る
器
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。

神
社
に
伝
わ
る
文
政

四
年
校
写
に
な
る
「
東
大
寺
八
幡
宮
祭
礼
転
害
会
図

絵
」（
二
巻）

の
「
伝
供
」

の
場
面
に
神
領
を
も
っ
た

こ
の
器
が
明
写
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
判
る
。

天
板
の
朱
漆
は
八
膳
と
も
所
々
は
げ
て
は
い
る
が、

全
体
に
保
存
が
よ
い
。

小
品
で
は
あ
る
が
ま
と
ま
っ

た
姿
の
ま
こ
と
に
美
し
い
作
品
で、

塗
漆、

形
成
か

ら
み
て
室
町
時
代
の
作
品
と
み
ら
れ
る
。

八
膳
揃
っ

て
現
存
し
て
い
る
こ
と
も
一
つ
の
偉
観
で
あ
ろ
う。

（
守

田

公

夫〉
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飛

鳥

板

蓋

宮

伝

承

地

発

掘

調

査

概

要

建

造

物

研

究

室
・

建

歴

史

研

究

室
・

考

古築

飛鳥板蓋宮伝承地附近地形図

乙
の
調
査
は
現
在
進
行
中

の
大
和
平
野
導
水
路
新
設
工

事
に
と
も
な
っ
て
、

そ
の
予

定
線
上
の
史
跡
を
事
前
に
調

査
し
よ
う
と
す
る
計
画
の
一

部
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で

あ
る
。

予
定
線
は、

先
に
同

計
画
の
も
と
に
調
査
し
た
川

原
寺
（
高
市
郡
明
日
香
村
大

字
川
原
）

の
南
を
東
に
進
み、

飛
鳥
川
を
渡
っ
て
明
日
香
村

大
字
聞
の
飛
鳥
川
東
岸
地
域

に
は
い
る
。

乙
の
東
岸
地
域

第1図

は、

東
西
と
南
を
飛
鳥
川
の

曲
流
と
丘
陵
で
限
ら
れ、

北

に
一

段
低
く
飛
鳥
寺
を
望
む

平
坦
な
台
地
で
あ
る
。

乙
の

附
近
は
飛
鳥
板
蓋
宮
の
故
地



と
推
定
さ
れ
て
お
り 、

ま
た
一

帯
の
水
田
下
に
は
玉
石
敷
の
遺
構
が
相
当
広
範
囲

に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。

導
水
路
予
定
地
に
あ
た
る
ζ
れ
ら
遺

昭
和
M
年
4
月
日
日
か
ら
5
月
れ
日
に
か
け
て

構
の
性
格
を
究
明
す
る
た
め
に 、

発
掘
調
査
を
お
こ
な
っ
た

。

そ
の
結
果
の
概
略
を
乙
こ
に
報
告
す
る
。

発

見

i宣

構

南

遺

乙
の
遺
構
は 、

西
の
飛
鳥
川
と
東
の
丘
陵
と
の
中
央
附
近
小
字
仏
田
と
よ
ば
れ

A 

構

飛
鳥
板
蓋
宮
伝
承
地
調
査
概
要

る
水
田
下
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で 、

飛
鳥
川
東
岸
を
へ
だ
た
忍
と
と
約
N
8
8 、

タ

テ

ガ
ミ

通
称
立
神
塚
な
る
小
さ
な
擦
の
す
ぐ

東
に
あ
た
っ
て
い
る
。

遺
構
は 、

約
国・
M
g

の
間
隔
を
お
い
て
東
西
に
走
る

玉
石
積
の
2

条
の
溝
で
南
北
両

側
を
限
ら
れ 、

そ
の
中
央
に
1

列
の
掘
立
柱
が
並
ん
だ
建
物
跡

で
あ
る 。

乙
の
建
物
は 、

東
西

約
5・
M
B
ど
と
に
溝
で
区
切
ら

れ 、

ζ
の
構
で
か
と
ま
れ
た
1

区
画
に
中
央
柱
列
が
4
本
づ
つ

お
さ
ま
っ
た
も
の
が
l

単
位
と

景

な
り、

そ
れ
が
東
西
に
連
続
し

て
構
成
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

全

今
回
の
調
査
で
は
そ
の
両
端
を

確
か
め
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ

た
が 、

約

5
0
5

以
上
連
な
っ

て
い
る
と
と
を
知
っ
た

。

乙
の

遺
構
が
ど
の
様
な
性
質
の
建
物

の
跡
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は 、

こ
の
程
度
の
調
査
か
ら
結
論
を

構遺南第2図

求
め
る
の
が
無
理
で
あ
ろ
う 。

東
西
の
柱
間
3
聞
の
建
物
が
連

立
し
て
全
体
と
し
て
廊
の
如
き

南 図謀u実構遺第3図

15 
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形
態
を
な
し
て
い
る
が 、

各
単
位
ど
と
の
ま
と
ま
り
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か

し 、

寺
院
の

僧
房
な
ど
と
は
ま
た
異
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
ま
し
て

、

柱
が
中
央

に
1

列
し
か
な
い
の
で 、

構
造
的
に
ど
う
ま
と
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
疑
問
が
大

そ
れ
を
境
に
南
と
北
で
旧
地
表
に

高
低
差
の
あ
る
ら
し
い
乙
と
は
注
意
す
べ

き
と
乙
ろ
で 、

乙
の
遺
構
が
飛
鳥
川
東

岸
の
こ
の
台
地
を
南
北
に
分
割
す
る
何
ら
か
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

き
い
。

東
西
に
か
な
り
細
長
く
連
な
る
乙
と 、

西

物

建

さ
き
の
南
方
遺
構
の
北
西 、

飛
鳥
寺
伽
藍
中
心
線
の
南
へ
の
延
長
線
に
近
く
位

置
し
て 、
：
関
立
柱
で
構
成
さ
れ
た
東
西
l

間
南
北
8

閣
の
細
長
い
建
築
造
構
が
検

出
さ
れ
た
。

建
物
の
柱
聞
は
梁
行
桁
行
共
に
約
ω
B 、

柱
直
径
は
約
ω
on
g
を
は
か

16 

っ
た
。

北

遺

構

南
方
遺
構
の
北
約－
N
O
S

K
北
限
の
あ
る
北
方
遺
構
は 、

包
ロ
B
内
外
の
大
き
さ

c 

南遺構南講細部

第5図 主主
5豆全構遺西

第4図



の
玉
石
を
敷
き
つ
め
た
東
西
約
E
S

南
北
約品O
B
の
石
敷

部
分
と、

そ
の
東
の
東

西
約
己
ヨ
南
北
約
さ
包
の
礁
を
敷
い
た

部
分
か
ら
な
り 、

そ
の
両
者
を
区
画
づ
け

る
幅
約
ωon
B
の
玉
石
造
り
の
溝
が
南
北
に
3

条 、

東
西
に
2

条
走
っ
て
い
た 。

飛
鳥
板
蓋
宮
伝
承
地
調
査
概
要

建
造
物
の
痕
跡
は 、

石
敷
・

磯
敷
の
い
ず
れ
に
も
認
め
ら
れ
ず 、

北
に
延
長
し
た

ト
レ
ン
チ
に
基
壇
盛
土
様
の
山
土
層
を
検
出
し
た
か
ら 、

乙
の
遺
構
は
屋
外
の
庭

に
あ
た
る

部
分
と
推
定
さ
れ
よ
う 。

遺
構
の
南
限
は
著
し
い
湧
水
の
た
め
確
認
し

得
な
か
っ
た 。

以
上
の
南 、

西
北
の
3

遺
構
は 、

そ
の
軸
線
が
ほ

ぼ
平
行
ま
た
は
直
行
し
て

そ
れ
ら
が
同
一
計
画
の
も

図

と
に
営
な
ま
れ
た
可
能
性

を
示
し
て
お
り 、

そ
の
間

調lj

に
広
い
未
発
掘
地
域
が
あ

実

る
ζ
と
は
こ
れ
ら
の
発
掘

構

さ に 遺
せ す 構
る ぎ が
の な・全
で い 計
あ と 画
る と の
。 を 一

考部
え 分

遺北第6図

飛
鳥
板
蓋
宮

と
の
関
連

こ
れ
ら
の
遺
構
が
造
営

さ
れ
る
以
前
の
ζ
の
地
域

の
地
形
は 、

ト
レ
ン
チ
の

知
見
に
よ
り
次
の
よ
う
に

17 

推
定
さ
れ
る。

す
な
わ
ち 、
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西
方
飛
鳥
川
に
そ
っ
て
南
東
か
ら
北
西
へ
の
び
る
古
墳
時
代
後
期
の
造
物
包
含
層

を
有
す
る
台
地
が
あ
り、

そ
の
北
東
の
一

帯
は
沼
地
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

乙

の
沼
地
を
埋
た
て
て
現
在
の
よ
う
に
平
坦
に
さ
れ、

そ
の
上
K
以
上
述
べ
た
よ
う

な
大
規
模
な
遺
構
が
造
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
営
ま
れ
た
時
期
は
い
つ

ど
ろ
で、

飛
鳥
板
蓋
宮
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

書
紀
の
記
載
と
現

地
の
地
形
を
あ
わ
せ
考
え
て、

乙
の
飛
鳥
川
東
岸
の
台
地
を
板
蓋
宮
の
故
地
と
推

定
す
る
説
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
た
が、

今
回
の
調
査
で
は、

肯
定
否
定
い
ず
れ

の
結
論
を
も
引
出
す
に
足
る
資
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
0
1

し
か
し、

南
方
遺
構
の

溝
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
土
器
類
は、

現
在
の
土
器
の
編
年
的
研
究
か
ら
す
る
と、

18 

板
葦
宮
の
も
の
と
す
る
に
は
や
や
新
し
く、

7
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ、

乙
の
点
で
乙
の
遺
構
と
板
蓋
宮
と
の
関
係
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し、

る
乙
と
を
考
え
る
な
ら
ば、

今
回
の
調
査
が
限
ら
れ
た
も
の
で、

多
数
の
遺
構
群
が
な
お
地
下
に
残
さ
れ
て
い

に
結
論
を
下
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
地
域
と
飛
鳥
板
蓋
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単

（
坪

井

清

足）

須恵器四耳牽

土 遺 物

土師器杯

第8図 出

（上より〕 土師器蓋



作
鷁

覚
遍
本
明
本
抄
お
よ
び
紙
背
文
書

一
　

は
　
　

し
　
　

が
　
　
き

興
福
寺
に
は
零
巻
を
も
含
め
る
と
数
種
の
明
本
抄
古
写
本

が
現
存
し
て
い
る

が
、

こ
こ
で
取
あ
げ
る
の
は
、
特
に
秘
本
と
し
て
重
視
さ
れ
て
来
た
覚
遍
手
沢
本
で
あ

る
。
本
書
は
す
で
に
大
日
本
仏
教

全
書
刊
行
の
際
、
明
本
抄
の
底
本
と
し
て
利
用

さ
れ
、
又
南
都
七
大

寺
大

鏡
（
或

は
十
大
寺
大
鏡
）
に
も
写
真
か
掲
載
さ
れ
て
い

る
等
、
特

に
新

発
見

の
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
筆
者
寔
聞
の
故
か
、
本
書
に

つ

い
て

の
詳
し

い
紹
介

は
い
ま
だ
な
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
乂
全
十
三
巻
中
、

第
一
、
三
、
六
、
十

の
四

巻
に
は
紙
背
文
書

が
あ
り
、

そ
の
中

に
は
二
、
三
注
目

す

べ
き
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
乂
容
易

に
目

に
触
れ
う

る
よ
う
な
形

に
は
な

つ
て

い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
本

書
に
つ
い
て

の
概
略
と
、

紙
背
文
書
中

の
主
な

も

の
若
干

と
を
紹
介
し
た
い
。

二
　

覚

遍

本

明

本

抄

本
書
は

巻
子
本

で
、

本
文
の
筆
跡
を
見
る
と
、

第
一
－

第
七
、

第
八
－

第
十
三

は

そ
れ
ぞ
れ
筆
者
を

異
に
し

て
い
る
。
第
五
を
除
く
他
の
十
二

巻
に
は
表

紙
と
本

紙
の
継
目
裏

に
「
伝
領

覚
遍
」

の
墨
書
が
あ
り
、
乂

第
六
、

第
七

に
は
そ
れ
ぞ
れ

次
の
如
き
奥
書

か
お

る
。

（

第
六
）
文
暦
二
年
四
月
六

日
、

於
三

条
万

里
小

路
宿
所
、

書
写
了
、
老
眠

数

覚
遍
本
明
本
抄
お
よ
び
紙
背
文
書

歴

史

研

究

室

・

古

文

書

覚
春
夜
猶
長
、
仍
挑
残
更
之
燈
、
終
入
木
之
功
、
千
時
鳧
鐘
之
響
、

幀
報
鷄
籠
之
山
将
曙
矣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

因
明
老
学
覚
遍

（
第
七
）
文
暦
二
年
四

月
十
七
日
書
写
了
　

一
校
了
　
　
　
　

因
明
末
学
覚
遍

こ
れ
に
よ
っ
て
第
一
―
第
七
の
筆
者
は
覚
遍
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
第

八
以
後
の
筆
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
仝
六
巻
共
、
継
目
裏
毎
に
花
押
が
あ
り
、
又

（
１
）

第
十
三
に
は
建
暦
二
年
十
二
月
廿
三
日
貞
慶
奥
書

が
あ

る
が
、
本
文
と
奥
書
と
は

明
か
に
筆
者
を
異
に
し
て
お
り
（
口
絵
参
照
）
、
第
八
以
後

が
貞
慶
筆
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
本
文
の
筆
跡
は
興
福
寺
所
蔵
の
良
算
書
写
「
因
明
抄
」
と
極
め
て
よ
く

類
似
し
て
お
り
、
良
算
筆
と
推
定
し
て
誤
な
い
。
乂
先
の
継
目
裏
花
押
も
或
は
彼

の

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ

の
覚
遍
、
良
算
は
共

に
明
本
抄
の
著
者
貞
慶

の
弟
子
で
、
覚
遍
は
光
明
院
に

（
３
）

住
し
、
宝

洽
元
年

に
は
興
福
寺
別
当
と
な
り
。
正
嘉
二
年
七
月
入
滅
し

た
。
良
算

は
房
号
を
正
覚
房
と
称
し
、
聖
教
の
奥
書
等
に
も
し
ば
し
ば
そ
の
名

が
見
え
て

い

る
。貞

慶
は
入
滅
に
先
立
っ
て
自
著
「
明
本
抄
」
を

弟
子

の
東

北
院
僧
都
円
玄
（

後

に
興
福
寺
別

当
）
、光
明

院
律

師
覚
遍
に
分
け
与
え

た
。

こ
の
間

の
事
情
は
建
暦
二

（
４
）

年
十
二
月
廿
三

日
貞
慶
明
本
抄
付
嘱
状
、
同
月
廿
六

日
良
算
起
請
文
等
に
詳
し
い
。

即

ち
貞

慶
は
「
以
上
帙
匹
奉
東
北

院
僧
都
、
以
下
帙
Ｅ

奉
光

明
院
律
師
、
両

人
互
　

ク

議
可
令
書
写

残
巻
」
き
こ
と
を
述

べ
、
更
に
両
人

が
「
増
成
二
本
」
’
す
こ
と

を
禁
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ず
る
と
共
に 、

伝
受
に
つ
い
て
も
意
を
用
う
べ
き
乙
と
を
遺
言
し
て
い
る
。

そ
し

乙
の
著
述
を
助
け
た
良
算
の
み

て
彼
の
生
前
に
本
書
の
書
写
を
許
さ
れ
た
の
は 、

で
あ
っ

た
と
い

う 。

従
っ
て
覚
遍
筆
の
第
一

｜
第
七
は
師
か
ら
伝
受
さ
れ
た
本

（
第
八
｜

第
十
三
）

の
欠
を
補
う
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う 。

し
か
ら
ば
後
半
は
貞

慶
か
ら
の
伝
受
本
と
も
考
え
ら
れ
る
が 、

本
文
の
筆
者
は
貞
慶
で
な
く
て
良
算
で

あ
る
点
に
疑
問
が
持
た
れ
る
。

第
八
以
後
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と 、

表
紙
の
部
分
（
表
題
お
よ
び
見
返

し
）

と
第
十
三
の
奥
書
と
は
良
算
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（
挿
図
1
・
2

） 。

こ

れ

が
覚
遍
筆
で
な
い
乙
と
は
勿
論
で
あ
る
。

ま
ず
表
紙
に
つ
い
て
言
え
ば 、

そ
の
筆

跡
は
著
者
貞
慶
の
も
の
に
極
め
て
よ
く
類
似
し
て
い
る
。

表
紙
と
本
紙
と
の
継
目

裏
に
は
「
伝
領
覚
遍
」
（
覚
遍
自
筆）

と
あ

り 、

し
か
も
第
十
見
返
し
の
問
題
の
一

部

に
は 、

良
算
筆
の
貼
紙
に
よ
る
訂
正
が
な

さ
れ
て
お
り
（
第
2
図
下）
と
の
表
紙
は
古

く
す
で
に
覚
遍 、

良
算
の
頃
に
は
付
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ 、

時
代
的
に
も
貞
慶

筆
と
し
て
差
支
え
な
い
。

又
第
十
三
奥
書

も 、

表
紙
と
は
や
や
書
風
を
異
に
す
る
が 、

乙
れ
又
貞
慶
自
筆
の
如
く
で
あ
る
。

覚
遍
は
師
貞
慶
か
ら
自
著
の
本
を
譲
ら

れ
た
の
で
あ
a

る
か
ら 、

当
然
本
文
も
貞
慶

題外主l、本明第1図

自
筆
で
あ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

表

紙
奥
書
の
み
が
貞
慶
筆
と
い
う
の
は
何
故

で
あ
ろ
う
か

。

本
書
は
果
し
て
覚
遍
が
伝
受
さ
れ
た
本
で
あ
ろ
う
か

。

或
は
良
算

書
写
本
が
何
か
の
事
情
で
覚
遍
の
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か

。
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こ
れ
を
貞
慶
が
覚
遍
等
に
譲
っ
た
本
と
す
れ
ば 、

彼
は
弟
子
良
算
を
し
て
自
分

の
草
稿
本
を
清
書
せ
し
め
て
両
人
に
譲
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が 、

こ
の
場
合

は
自
筆
華
稿
本
の
処
置
が
問
題
と
な
り 、

乙
の
推
定
は
成
立
し
難
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

貞
慶
は
本
書
の
伝
受
に
当
り 、

か
の
付
嘱
状
中
で

、
「
将
来
付
嘱
之
人 、

偏

可
簡
法
器
心
性 、

若
自
門
之
中 、

無
真
実
之
器
者 、

当
時
伝
受
三
人
之
内 、

随
宜

可
令
相
譲
」

と
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
良
算
が
伝
受
す
べ
き
門
弟
な
し
と
し
て 、

彼
の
書
写
本
を
覚
遍 、

円
玄
両
人
に
譲
っ
た
た
め 、

彼
等
は
師
の
自
筆
本
を
一

括

じ
て
別
に
納
め 、

代
り
に
良
算
書
写
本
を
分
ち
所
持
す
る
こ
と
に
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

ζ
の
場
合
表
紙
奥
書
が
貞
慶
筆
で
あ
る
理
由
が
疑
問
と
な
ろ
う
が 、

こ

れ
に
つ
い
て
は
所
謂
明
本
抄
日
記
中
の
次
の
部
分
で
説
明
が
つ
く
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。

「
明
本
抄
調
巻
之
後 、

外
題
問
題
令
書
御
之
時 、

此
二
秩
之
中 、

今
案
等
可

有
用
意
事
可
書
出
之
由
有
其
仰 、

の
書
出
於
御
前
畢 、
（
中
略〉

此
目
録
大
切
事
也

後
ニ
光
明
院
ニ
モ
可
申 、

清
書
シ
テ
一

枚
ハ
可
遣
也
（
下
略
ど 、
「
建
暦
二
年
九
月

晦
日 、

持
明
本
抄 、

参
海
住
山 、

其
日
不
入
見
参 、

無
言
之
由
被
仰
出
畢 、

以
愚

札
明
本
調
巻
之
由 、

令
申
之
処
明
朝
可
来
之
由
有
其
仰 、
（
中
略）

此
事
一

期
之
内 、

大
ニ
葱
シ
キ
事
也 、

ア
ハ
レ
此
事
を
閑
ニ
光
明
院
等
ニ
沙
汰
セ
ハ
ヤ 、

若
不
叶
者 、

時
々
語
申
ス
ヘ
キ
也 、

文
東
北
院
侍
従
得
業
ハ
短
命
人
也 、

然
而
今
年
ノ
夏
見
レ

（
鐙
暦
）

ハ
無
下
ニ
ハ
不
見 、

真
実
修
学
者
也
（
下
略）
」 、
と
あ
る
。

ζ
の
後
に
「
同
三
年
三

月
一

臼
於
海
住
山
書
写
畢 、
（
中
略〉

仮
名
比
丘
覚
遍
」

の
奥
蓄
が
あ
り 、

文
前
引

の
文
中
に
「
後
ニ
光
明
院
等
ニ
モ
可
申
」
「
ア
ハ
レ

此
事
ヲ
閑
ニ
光
明
院
等
ニ

沙

汰
セ
ハ
ヤ 、

若
不
叶
者
時
々
語
申
ス
ヘ
キ
也
」

と
あ
っ
て 、

覚
遍
が
貞
慶
か
ら
直



原
本
た
る
建
暦
二
年
十
二
月
U
三
日
貞
俊
明
本
抄
付
嘱
状、

同

廿
六
日
良
算
起
請
文、

康
元
元
年
十
二
月
廿
五
日
覚一
刻
明
本
抄
付
嘱
状
等
が
添
え

ら
れ
て
お
り、
一

巻
の
書
と
な
っ
て
い
な
い
の
が
当
然
で
あ
る。

な
お
貞
慶
明
本

抄
付
嘱
状
の
筆
跡
を
見
る
と、

海
住
山
寺
文
書
建
麿
三
年
正
月
十
一
日
貞
鹿
起
請

文
と
同
筆
で
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
本
文
は
共
に
貞
附肢
が
門
弟
の
誰
か
に
代
筆
さ
せ、

（

6
）
 

自
ら
は
署
判
の
み
加
え
た
も
の
で
あ
る。

本
文
の
筆
者
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ

接
聞
い
て
書
い
た
も
の
と
は
考
え
難
い
。

文
「
東
北
院
侍
従
得
業・
：・
」

と
あ
っ

て
円
玄
で
な
い
乙
と
も
明
か
で
あ
る。

明
本
抄
の
著
述
K
特
に
関
係
が
深
か
っ
た

の
は
良
算
で
あ
り、

乙
れ
は
彼
の
問
書
と
し
て
誤
な
い
で
あ
ろ
う。

ζ

の
聞
蓄
に

貞
慶
が
「

外
題
問
題
令
書
御」

と
あ
る
が、

は
建
暦
二
年
九
月
晦
日、

明
本
抄
の
調
巻
出
来
し、

海
住
山
に
持
参
し
た
と
乙
ろ、

と
の
良
算
持
参
の
明
本
抄
は
貞
慶
自

と
が
問
題
と
な
る
が、

乙
れ
に
つ
い
て
は
今
直
ち
に
断
定
を
下
す
乙
と
は
困
難
で、

筆
本
で
あ
ろ
う
か。

本
書
の
著
述
は
す
で
に
建
久
初
年
乃
至
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ

写
本
の
外
題
問
題
が
貞
慶
鐙
と
考
え
ら
れ
る
点
は
と
の
間
住

の
記
事
と
一

致
し
て
い
る。

貞
慶
は
本
書
の
伝
受
に
窓
を
用
い

明本抄第6 （上），及び第LO （下）巻首

て
い
た
の
で
あ
り、

特
に
書
写
を
許
し
た
良
算
κ
対
し
て
表
紙

に
自
筆
を
加
え
る
と
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る。

も
し
乙
の
考
え
方
が
成
立
つ
と
す
れ
ば
良
算
書
写
本
の
表
紙
の

部
分
は
貞
慶
の
建
暦
二
年
十
月
一
日
の
筆
跡
で
あ
る。

以
上
の
如
く、

本
書
は
貞
慶
自
筆
の
原
本
で
は
な
い
が、

そ

の
伝
来
を
尋
ね
れ
ば、

彼
と
極
め
て
関
係
の
深
い
由
緒
あ
る
書

で
あ
る。

自
筆
本
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が、

本
書
は
貞

向艇
が
自
ら
筆
を
加
え
た
表
紙
お
よ
び
奥
書
を
有
し
て
お
り、

白

筆
本
に
も
准
ず
べ
き
も
の
で、

ま
乙
と
に
貴
重一
な
存
在
と
い
う

第2図

乙
と
が
出
来
よ
う。

本
蓄
に
は
所
謂
「
明
本
抄
口
記」

文
は
「
明
本
抄
日
記
井
要

目
録」

な
る
書
名
の
も
の
は
附
属
し
て
い
な
い。

し
か
し
そ
の

れ
て
い
た
よ
う
で、

自
筆
本
の
調
巻
出
来
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
良
算
書
写
本
の

後
の
検
討
に
ま
ち
た
い。

貞
慶
明
本
抄
付
嘱
状
の
花
押
を
海
住
山
寺
文
書
に
見
え

ふ
承
元
二
年、

建
暦
三
年
の
貞
慶
花
押
と
比
較
す
る
と、）
筆
運
は
同
じ
で
あ
る
が

覚
遍
木
明
本
抄
お
よ
び
紙
背
文
書

調
巻
が
出
来
上
っ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か。

現
在
の
良
算
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

形
体
は
や
や
異
っ
て
い
る
。

花
押
の
形
は
時
に
よ
り
異
る
も
の
で
は
あ
る
が 、

承

元
二
年 、

建
暦
三
年
の
聞
に
位
す
る
乙
の
花
押
が
特
に
両
者
と
異
る
点
に
疑
問
が

抱
か
れ
る
が 、

本
付
嘱
状
を
写
し
と
ま
で
言
う
乙
と
は
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か

。

と
は
保
留
し
た
い
。

乙
の
点
に
つ
い
て
も
更
に
検
討
を
加
え
る
ζ

と
と
し
て 、

紙
背
文
書
の
あ
る
の
は
第
一

、

第
三 、

第
六 、

第
十
の
四
巻
で
あ
る
が 、

書
写

の
時
期
か
ら
推
し
て 、

第
一

、

第
三 、

第
六
の
三
巻
の
紙
背
文
書
は
文
暦
二
年
四

月
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
J

C
の
紙
背
文

書
全
部
を
紹
介
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

が 、

と
と
で
は
紙
数
の
都
合
上 、

所
領

紙
背
文
書
に
つ
い
て

承

フ巳

年

建

暦

年

建

！暦

年

ζ

ζ

で
結
論
を
下
す
と

抑

関
係
そ
の
他
一

部
の
も
の
に
限
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

な
お
本
文
を
掲
げ
る
に
先

そ
の
中
の
二
三
に
つ
い
て
若

花

立
っ
て 、

康

干
の
説
明
を
加
え
る
。

ハ

s
v

川
は
白
檀
釈
迦
知
来
像
付
嘱
状
案
お

よ
び
宝
僅
印
経
奥
書
写
が
同
一

筆
者
に

よ
り 、

一

枚
の
紙
に
合
せ
写
さ
れ
て
い

る 、

署
名
は
単
に
「
御
判
」
「
沙
門
釈
h

』
」

と
あ
る
の
み
で 、
’
名
前
は
明
記
さ

貞第3図

れ
て
い
な
い
が 、

そ
の
本
文
を
見
る
と 、

何
れ
も
観
心
な
る
人
物
と
関
係
の
深
か

っ
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
付
嘱
状
案
に
去
れ
ば 、

観
心
に
自
分
の
本
尊
を
譲

っ
て
い
る
の
で
あ
り 、
「
御
判
」

の
主
は
観
心
の
師
で
は
な
か
ろ
う
か

。

正
治
元
年

（

9
〉

頃
に
は
貞
慶
は
笠
置
寺
に
住
し
て
い
た
が 、

彼
の
門
弟
中
に
観
心
な
る
者
が
お
り 、

先
の
「
御
判
」

「
沙
門
釈
』
』

」

は
共
に
貞
慶
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
永
仁
二
年
八
月
日
新
薬
師
寺
衆
分
寺
僧
等
申
状
に
は
「
今
水
田
者 、

恭
為
解

脱
上
人
之
御
寄
附 、

末
学
誰
可
成
押
妨
之
企
哉 、

愛
当
寺
燈
油
仏
聖
弁
解
脱
御
房

御
本
尊
尺
迦
堂
之
長
日
法
花
経
供
料
水
田
一

町 、

河
上
在
之
」

と
あ
り 、

永
仁
年

間
頃 、

貞
慶
の
本
尊
の
釈
迦
如
来
像
が
同
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

或
は

互
の
観
心
に
譲
ら
れ
た
白
檀
釈
迦
如
来
像
は
後
に
新
薬
師
寺
に
安
置
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

聞
に
つ
い
て
は
「
中
尊
尺
迦
」

と
あ
り 、

ど
と
か
の
堂
の
仏
像
を
書
上
げ
た
も

の
の
如
く
で
あ
る
。

覚
遍
の
手
許
に
あ
っ
た
文
書
で
あ
る
か
ら 、

或
は
興
福
寺
内

で
は
な
か
ろ
う
か

。

も
し
然
り
と
す
れ
ば 、

中
尊
が
釈
迦
で
あ
る
の
は
中
金
堂 、

西
金
堂
の
二
つ
で
あ
る
が 、

乙
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
後
の
検
討
に
ま
ち
た
い
。

側
は
嘉
禄
元
年
五
月 、

元
興
寺
塔
の
露
盤
が
盗
難
に
あ
っ
た
為 、

そ
の
犯
人
が

明
か
に
な
る
か
否
か
を
占
っ
た
も
の
で
あ
る
。

露
盤
は
塔
の
最
上
部
に
あ
り
し
か

も
か
な
り
の
重
量
が
あ
っ
て 、

塔
の
上
か
ら
盗
み
取
る
乙
と
は
一

寸
考
え
ら
れ
な

ぃ
。

し
た
が
っ
て
嘉
禄
元
年
頃 、

元
興
寺
塔
は
解
体
修
理
中
で 、

露
盤
も
下
に
降

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か

。

乙
の
塔
は
約
二
十
年
後
の
寛
元
四
年
頃
に
も
大

（

U
）
 

修
理
を
行
わ
れ
て
お
り 、

そ
の
間
隔
は
余
り
に
も
接
近
し
て
い
る
点
が
不
審
に
も

思
わ
れ
る
。

し
か
し
と
れ
よ
り
先 、

貞
永
元
年
に
雷
火
を
蒙
っ
た
が

、
「
令
撲
滅
」

め
た
為
焼
失
は
免
れ
た
と
い
う 。

或
は
寛
元
四
年
頃
の
修
理
は
と
の
雷
火
に
よ
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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㈲
は
年
月
日
を
欠
い
て
お
り
、
何
時
の
も
の
か
明
か
で
は
な
い
。
こ
れ
は
第
十

の
紙
背
に
あ
る
が
、
こ
の
巻
の
書
写
年
代
は
建
暦
二
年
九
月
以
前
で
あ
り
、
こ
れ

を
降
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
下

端
一
～
二
字
分
か
切
断
さ
れ
、
意
味
の
と
り
難
い

点
も
あ
る
が
、
某
寺
の
塔
の
建
立
に
当
っ
て
工
等
の
間
で
相
論
が
行
わ
れ
た
際
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
塔
は
何
処
の
も
の
で
あ
る
か
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
六

重

二
「

罷
成
候
了
」
と
あ
る
如
く
、
五
重
塔
で
は

な
く
て
七
重
又
は
九
重
塔
で
あ

る
。
鎌
倉
時
初
期
頃
に
建
て
ら
れ

た
七
重
又
は
九
重
塔

の
中
、
今
知
ら
れ
る
の
は

東
大
寺
七
重
塔
（
東
塔
）、
法
勝
寺
九
重

塔
の
二

つ
で

あ
り
、

こ
の

塔
は
そ
の
何
れ

か
と
考
え
ら
れ
る
。

東
大
寺
の
場
合
は
元
久
元
年
四
月
五
日
事
始
、
承
元
二
年
六
月
廿
日

据
礎

立
柱
、

翌
三
年
六
月
廿
日
第
二
層
立
柱
、
更

に
工
事
は
第
三
層

に
ま

で
及

ん
だ

が
、
同
年

八
月
人
勧
進
栄
西
は
法
勝
寺
九
重
塔
再
建
の
為
東
大
寺

を
離
れ
て
法
勝

寺
に
移
り

工

事
は
停
頓
し

た
。
栄
西
入
滅
後
の
建
保
四
年
正
月

に
こ
の
工
事

は
再
開

さ
れ
。

（
1
3）

貞

応
二
年
三
月

に
至
っ
て
や
っ
と

塔
の
完
成
を
見

る
に
至
っ

た
。

法

勝
寺
九

重
塔
は
承
元
二
年
五
月
十

五
日

焼
失
、
同

年
十
月
十

七
日

事
始
、
同

四
年
七
月
十
六

日
心
柱

立
柱
、
建
暦
元
年
三
月
廿

日
第
六

重
立
柱

、
建
保
元

年
四

（
1
4）

月
廿
六

日
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
た
。
前
述
の
如
く
、

こ
の
言
上
状

が
出

さ
れ
た
の

は
建
暦
二
年

九
月

以
前
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
工

事
は
第
六

重
に
及
ん

で

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
塔
は
東
大
寺
で
は
な
く
て
法

勝
寺
九
重
塔
と
考
え

る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
文
中
に
栄
西
の
名
が
見
え
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
書
し

て

く
れ
よ
う
。
こ
の
言

上
状
に
は
塔
の
建
立
に
当
っ
て
工

等
（

鋳
物
師
か
）
の
間

に
相
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
特
に
南
都
と
京
の
工

の
間
に
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
か
、
法
勝
寺
九
重
塔
造
営
に
関
す
る
数
少
い
具

覚
遍
本
明
本
抄
お
よ
び
紙
背
文
書

体
的
な
史
料
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

な
お
本
状
の
筆
跡
は
、
中
村
直
勝
氏
所
蔵
の
建
永
二
年
六
月
廿
一
日
造
東
大
寺

大
勧
進
栄
西

献
上
状
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
更

に
検
討
を
加
え
る
必
要
は
あ

る

が
、
或
は
こ
の
言
上
状
の
差
出
人
は
栄
西
そ
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
乂
こ
れ

が

出
さ
れ
た
時
期
は
第
六
層
立
柱
の
建
暦
元
年
三
月
廿
日
か
ら
同
二
年
九
月
ま
で
の

間
で
あ
る
。
又
文
中
に
「
東
大
寺
鋳
物
師
是
助
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
大
仏
鋳
造

に
際
し
て
陳
和
卿
等
と
共

に
そ
の
任
に
当
っ

た
「
日
本
鋳
物
師
工
十
四
人
」
中
の

（
1
5）

「
大
工
散
位
草
部
是
釛
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

註

山
　

因
明
事

、
本
無
其

功
、
随
又
廃
亡

、
今
年

春
秋
之

間
、

聊
加
覆
審
、
或
抬
往
日
遺
草
、

或
有
当
時
潤

色
、
至
十
一
月
一
日
、
如
形
終
篇
、
其

間
迷
謬
失
錯
等
、
深
雖
恐
冥
顕
、

随
分

清
浄
之

志
、
大
明
神
可

垂
納
受

、
病
悩
相
続
之
閧
、
未
及
再
治
耳
。

建
暦
弐
年
十
二
月
廿
三

日
貞
慶

記
之

恋
　
春

日
社
深

秘
箱
所

収
　
　

第
一

、
第
三
両

巻
の
み
全
巻
良
算
筆
、
第
二
、
第
四
、
第

五
の
三
巻

は
奥
書

の
み
良
算
筆
。

闥
　

興
福
寺
別

当
次
第

㈲
　

興
福
寺
所

蔵
（
明

本
抄
藹

箱
所

収
）
　
　

南
都
七
大
寺
大
鏡
、
大

日
本
仏
教
全
書
明

本
抄
に
そ
れ
ぞ
れ
写

真
及

び
原
文

が
収
録

さ
れ
て

い
る
。

閤
　
大

日
本ヽ
仏
教
全
書
　

明

本
抄

㈲
　

貞
慶
起
請
文
に
は
「

乍
臥

病
席
令
人
記
之

」
と
あ
り
、

他
人
を
し
て
代

筆
せ
し

め
た

こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
乂
付
嘱
状

に
は
「

病
及
急
切

、
不
能

右
算
之

状
如
件

」
と
あ
る

が
、
当
時

は
「
右
筆
」

を
「

筆
を
と
る
こ

と
」

の
意

に
使
っ

て
い
る
場
合

が
多

く
（
大

日
本
国
語
辞
典
そ
の
他
参
照

）
、
こ
れ
又
代
筆

に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

閉
　

承
元
二
年

九
月

九
日
　
貞

慶
仏
舎
利
安
置

状

建
暦
三
年
正
月
十
一
日
　

貞
慶
起

請
文

閣
　

こ
の
付

嘱
状
案
の
み
は
「

鎌
倉
彫
刻
図

録
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

2J



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

閣
　

海
住
山
寺
文
書
　

建
保
七
年
三
月
十
四

日
海
住
山

寺
々
僧
等
連
署
起
請
文

峰
定
寺
（
京
都
市
）
所
蔵
　
木

造
釈
迦
如

来
立
像
胎
内

納
入
文

書
　

宝
籤
印
陀

羅
尼

経
奥
書
（
こ
の
釈
迦
如
来
像
は
貞
慶
お
よ
び
そ
の
関
係
者
の
結
縁
に
よ
る
も
の
で

、
そ

の
納
入
文
書
中
に
観
心
の
名
が
見
え
て
い
る
の
は
、
彼
が
貞
慶
の
門

弟
な
る
こ
と
を
示

す
も
の
で

あ
る
。
）

㈲
　

堂
木
四
郎
氏
所

蔵
　

古
文

書
手

鑑
「
楢

の
く
ち
葉

」
所

収

聞
　

春
日
神

社
文
書
　

寛
元
四

年
Ｅ
月

十
日
元

興
寺
別

当
東
門
院
寄

進
状

鵑
　
百

錬
抄
　

貞
永
元
年
二
月
二

日
条

Ｕ
　

東
大
寺
七
重
塔
（

東
塔

）
造
営

に
つ
い
て

は
、
山
木
栄
吾
「
東
大

寺
初
期
大
勧
進
職

の
業
績
」
（

日
本
建
築
学

会
論
文

報
告
集

第
五
四
号
）
　
筒
井
英
俊
「

鎌
倉
時
代

に
於
け

る
東
大
な

の
造
営

と
大
勧
進
行
勇
日

」（
寧
楽
第

八
号
）

㈲
　
百

錬
抄
　
　
　

㈲
　
東
大
寺
続
要

録
　
造

仏
篇

四
　

紙
　

背
　

夊
　

書
　

抄

［
巻
第
一
紙
背
］

田
　

白
檀
釈
迦
如
来
像
付

嘱
状
案
（

承
元
四
年
十
二
月
十
一
日
）
お
よ
び
宝
篋
印

経
奥
書
写

付
　

嘱
白
檀
釈
迦
如
来
像
一
躰
姓
慶
法
眼
皿

右
、
件
像
者
、
為
本
尊
年
来
所
安
置
也
、
而
同
法
等
随
応
有
分
付
仏
像
等
、
其
中

於
此
像
者
、
有
存
旨
、
永
付
嘱
観
心
上
人
了
、
向
此
像
可
令
救
予
後
生
之
状
如
件

承
元
四
年
十
二
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
判

宝
鏡
印
経
奥
御
日
記

正
治
元
年
紀
十
二
月
廿

匸
一
両
日
之
回
、
於
笠
置
山
般
若
台
、
奉
書
写
了
、
依

同

法
観
心
上
人
勧
進
也
、
願
以
此
功
、
与
上
人
生
々
常
得
為
并
、
同

侶
自
余
廻

向
、
只

同
施
主
志
願
耳

沙

門

釈

ゝ

ゝ

２

氏
名
未

詳
書
状
断
簡
（

後
欠
）

只
今

花
林
院
御
所
候
之
間
、
先

私
所
存
を
令
申
上

候
也
、

重
随
仰
可

申
上

候
、

旅
所

二
候
之
間
、

御
請
文

之
躰
、
異

様
、

恐
入

候
者

也
。

（
侯
力
）

便
宜
天
可
令
披
露
給
口

宇
多
庄

神
人
之
間
事
、
畏
以

承
候
了
今
朝
京
御
使
令
参

候
天
、
在
家

役
井
公
事
対

（
捍
力
）

押
事
、
可
仟
先
例
之
由
、
尤
可
載
社
家

請
文
候
と
、
申
入
候
っ
れ

は
、
以
被
申
趣
、

中
入
候
之
処
、

仰
云
、
此
請
文
（

雑
免
事
也
、
然
者
在
家

役
并
公
事
対
押
事
（

、

可
被
召
別
請
文
之
由
、
被
仰
京
御
使
候
了
、
此
上
猶
可
被
載
一
紙
之
由
を
、
可
巾

上
候
歟
寛
芸
囗
　

（
後
欠
）

闥
　

仏
像
注
文

中
尊
尺
迦
　
　

弥
勒
　
　

勝
義
生
　
　

文
殊
　
　

十
一
面
観
音
　
　

善
法
浄
恵

法
誦
　
　

徳
本
　
　

広
恵
　
　

如
理
請
問
　
　

為
甚
深
義
密
意
　
　

梵
天
　
　

帝

釈
　
　

四
大
天

王
　
　

須
菩
提

㈲
　

吉
富
名
沙
汰
人
言
上
状
（

折
紙
）

吉
富
名
沙
汰
人
謹
言
上

八
町
之
公
役
勤
仕
子
細
愁
状

件
八
町
之
令
勤
仕
云

事
、
自
昔
至
今
勤
仕
之
条
、
更
以
不

候
、
八
町
之
公
事
勤
仕

シ
タ
リ
ト
申
証
人
候
者
、
被
遂
一
決
可

候
者
也
、

閤
　

法
印
覚
遍
書
状
（

三
月
廿
四

日
）

造
大
神
宮
役
夫
工
事
、
当
寺
領
勤
不

、
先
例
不

覚
悟
候
、
早
相
尋
子
細
、
於
寺
家
、

可

致
沙
汰
候
、
且
以
此
旨
、
可

被
披
露
候
、
恐
惶
謹
言

三
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
覚
遍

〔
第

巻
三

紙
背
〕
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㈲
　
氏
名
未

詳
書
状
（

後
欠
）

御
札
之
旨
、
委

祗
候
了
、

和
余
庄
之

間
事
、
若
可

蒙
仰
候
事
出

来
収

者
、

蒙
仰
可

（
間
）

令
申

候
也
、
兼
乂

彼
口

事
、

具
以
令
中
入

政
了

、
而

自
去
十
二

日
、

禅
定
殿
下

御

口
御

逆
修
、

昨
日
結
願

、
仍
口

無
候
、
毆
巾
物
弛
白
‥
今
口
　
　
　

（

後
欠
）

閇
　

勝
円

書
状
（

六
月
十
九
日
）

新
庄
御
下

文
賜
預
候
、
為
御
不
審
令
進
政

仰
両

年
数
月

訴
訟
、
令
悩
乱
身
心
俟
之
処
、
己
一
時
散
欝
候
了
、
喜
悦
之
至
、
申

而

有
余
者
歟
、
迫
年
齢
九

仞
、

念
仏
之
外
不
可
有
他

事
之
処
、
遇
不
慮
之
違
縁
、

令
対
論
伐
、
頗
存
之
外
子

細
候
、
今

幸
奉
遇
憲
法
御

時
、

預
正

道
御
下
文

候
之
条
、

向
後
尤

蓐
候
、
御

参
之
次
以
此

趣

１

（

接

続

す

る

か

）

サ

可
令
披
露

給
候
、

恐
々
謹
言

六
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
円

光
明

院
御
房

㈲
　

氏
名
未
詳
書
状
断
簡
（

後
欠
）

白
鳥
御
庄
之
間
聨
、
御
在
京
之
時
、
委
全

言
上
候
き
、
四

郎
左
衛
門

尉
友
俎
、
下

司
二
被
成
候
事
、
令
申
子
細
候
之
処
、
尢
鐡
畏
申
候
、
早
給
御
下

文
可

遣
候
、

散

期
己
近
日
罷
成
候
、
為
所
当
沙
汰
、
尢
飛
存
候
也
、
此
様
（

あ
し
か
る
ま
し
き
御

計
候
、
乂
古
川
事
、
無
下
令
点
定
候
了
、
似
自
由
沙
汰
、
ロ

ユ
於
古
川
口

町
一
反

者
、
仟
先
例
、
　
　
　
　
（

後
欠
）

⑩
　
都
維
那
俊
口

奉
書
（
五
月
十
五
日
）

檜
垣
庄
陳
状

四
故
毆
折

如
此
候
ヽ

子
細
見
状
候
歟
ヽ

可
陂
遣
幀
ヤ
得
業
之
許
之
巾
ヽ

所
候
皀
、
恐
惶
謹
言

覚
遍
水
明
本
抄
お
よ
び
紙
背
文
書

五
月
十

五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都

維
那
俊
口
凵

進
上
　
元

興
与
別

当
法

印
御

房

㈲
　

散
位
時
資
占

文
（

嘉
禄
元
年
五
月

六
日
）

未
御
歳
男

今
月
五
日
午
尅

、
所
見
出
元
興
寺
塔
露
盤
被
盗
取
之
、
件
盗
人
持
行
何
方
哉
、

令
嫌
疑
者
、
可
顕

歓
如
何

占
、
今
月
五
日
乙
丑
時
、
加
千
　

功
曹
、
臨
丑
為
用
、

将
朱
雀
仲
大
衝
。
六
合
終
天

岡
句
陣
、

行
年
辰
上
大
二
青

竜
、
卦

遇
元

首
頸

推
之

、
被

能
嫌
疑
者

、
必
定
可

令
顕

現
者

吹
、

人
物
共
可
西
方

行
向

者
吹
。

嘉
禄
元
年
五
月
六

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

散
位
時
資

［
巻
第
十
紙
背
］

鬪
　

親
口

書
状
（

十
月

十
日
）

今
月

八
日
乗

船
候
了

、
祈
請
事
、
能
々
可

令
懸
御
意
給
皀
、

抑
、
槍
樽
五
十
寸
、

椙
樽
六
百

寸
、
進
上
之
、
但
先
日
令
申
候
之
様

二
、
木
津
へ
可

令
付
進
之
由
、
雖

思
給
候
、
城
外
之
間
、
留
寺
下

人
、
定
難
沙
汰
進
候
吹
、
遣
御
使
、
可

令
沙
汰
取

給
候
皀
、
毎
事
期
後
便
候
、
恐
々
謹

言

十
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
口

正
覚
御
房

旧
　

氏
名
未
詳
書
状
断
筒

（
外
こ

（
別
筆
）「

悦

承

候

了

」

囗

来

参

飯

信

貴

山

．

龍

居

無

其

期

存

候

間

、

存

口

口

去

十

九

日

罷

出

候

皀

、

其

故

（
可
力
）

（

、

座

主

御

房

令

還

補

給

候

テ

、

山

上

事

な

ん

と

も

、

可

仰

合

と

西

塔

院

主

ニ
ロ

還
脯
之
由
、
仰
候
し

か
と
ん
、
再

三
辞
申
候
き
、
其
上
　

院
宣
口

、
可
尚
還
哺
之
由
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（
別筆）「不
及
左
右
候」

Ｌχ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
説）

被
仰
下
候
、
旁
難
遁
次
第
候
テ
、
悠
令
還
補
候
了
、
存
外
不
可
口
次
第
出
来
収
也
、

今
年（
　
　
　
　

（
後
欠
）

討
　栄
西
言
上
状ヵ
　
（
後
欠
力
）

仰
旨
謹
以
承
候
了
、
則
高
折
紙
、
加一
見
謹
返
上
之
、
此
条
凡
不
可
説
、不
足
言

事
陝
款
、
自
蒙
仰
茸
不
候
、
誰
人
仰
と
も
不
覚
悟
候
、
然
而
口
旨
候
、
召
付
侯
了
、

則
高フ（

東
人
寺
鋳
物
師
是
助
口
、
雖
訴
申
、
不
改
定
候
之
処
、
如
此
逶
乱
結

構
候
故
口
以
可
令
召
替
候
腴
、
御
塔
事
、
人
宮
大
納
言
殿
御
奉口
時
、
末
包一
人

をもて
被
造
営
候
之
剋
、
不
事
行
候口
口
、
依
勅
定
召
返
、
被
仰
付
栄
西
之
凵
。

（
柱ヵ
）

第
二
弔
御口
、
送
五
箇
月
収
了
、
爰
存
旨
候
、
召
加
京
工
候
之
時
、
及
殺
口
候

かは
、
末
包
水
令
廃
除
候
了
、
今
召
加
両
人
候
は口
六
重
二（

罷
成
候
山
、
九
輪

同
長
候
腴
、
則
高
如
此
口
申
候（
、
自
由
い
つ
と
も
な
く
仕
候（
ん
と
存
、
如
此

巾
候
、一
切
不
承
引
候
山
、一
々
吋
令
察
御
収
欧
、
則
高
以
外
口
奉
申
付
候
、
豈

非
罪
科
哉
仍
言
上
如
沛
　
　
　
　

（
後
欠
力
）

（
附
　
　
　
記
）

海
住山
寺
文
書につ
いて
は
佐
脇
貞
明
氏
の
紹
介
原
稿（
史
学
雑
誌
七
〇
ノニ
）
を参

照
させ
て
頂
い
た
。原
本の
閲
覧
を快
く
湫諾
さ
れ
た同
氏
に
対
し
て
あつ
く
御
礼
申

上
げ
たい
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
田
中
　稔）

勍



図
版

解
説
（
口
絵
参
巴

鐙

（
一
　

双
）

鉄

製
真
鍮
象

嵌

桃
山
時
代

余

良

市

維

司

町
　

手

向

山

神
壯

蔵

高

さ

２
６
. Ｏ
ｃ
ｍ

　
･
長

さ

２
８
.　８
ｃ
ｍ

　
･
巾
1
3
.　Ｓ
ｃ
m

手
向
山
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
鉄
製

の
鐙
に
美
し
い
文
様
を
真
鍮
で
象
嵌
し

た
舌
長
鐙
で
あ
る
。
少

し
の
い
た
み

や
「

踏
込
」

の
と
こ
ろ
の
塗
り
か
え
は
あ
る

が
、
全
面

に
桐
唐
草
、
笹
唐
草
、
鳳
凰
、
霊
芝

雲
、
流
水
に
水
草
、
菊
花
、
葦
に
雁

な
ど
の
文
様
を
真

鍮
象
嵌
で
だ
す
。

「

か
こ
か
し
ら
」「

ち

か
ら

が
ね
」
及
び

一
踏
込
」
の
部
分
に
は
文
様
は
な

卜

が
、「
か

こ

く

び
」

か
ら
「

紋
板
」

に
か
け
て
全
面

に
桐
唐
草
文
様

を
象
嵌
し
、「
鳩
胸
」
の
中
央

に
は
霊
芝

雲

に
の
る
鳳
凰

を
一

つ
は
左
同
き
一
つ
は
右
向
き
に
出
し
、
そ
の
上
下

左
右
は
共

に
桐
唐
草
、

霊
芝
雲
、
笹
唐
草
文
様

を
隙
間
な
く
象
限
し
て

い
る
。

二
や
な
い
ば
」

の
部
分

に
は
流
水

に

水
草
、
波
頭
、
菊
花
、
桐
唐

草
文
様

を
出
し
「
一
文
字
」

の
部
分

に
は
桐
唐

草
文
様

が
見
ら

れ
。「
舌
先
」

の
外
面

に
は
企

く
趣
き

の
変
っ

た
風
情

あ
る
葦

に
雁
文
様

が
象
限
さ

れ
て

ま
こ

と
に
美
し
い
。
唐
草

の
っ

る
、
流
水
、
葦
、
雁
は
糸
象
嵌
の
手
法

を
用

い
、
桐
、
鳳
凰
、
笹
、

菊

、
霊
芝
雲

、
水
草
、
波
頭

に
は
平
象
嵌

の
技
法

を
施
す
。
平
象
限

に
は
鏨
彫
り

を
行

い
文

様

に
立
体
感

を
け
え

て
い
る
。
昧

に
、「
鳩
胸
」

の
部
分

に
見

ら
れ

る
鳳
凰

は
力
強

く
、
全
体

に
鏨

彫
り
が
な
さ
れ
て
そ
の
技
術
の
精
巧

さ
を
示

し
て
い
る
が
、
一
方

の
鳳

凰
が
す
で
に
大

部
分
脱
落

し
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
惜
し
い
。

こ
の
鐙
に
み
ら
れ
る
文

様
は
、

笹
を
竹

に
見
立
て
、
桐
竹

凰
鳳
文

様
と
も
解
さ
れ
よ
う
。

桐
竹
鳳
凰
文
様
は
主
上
の
御
枹
の
文
様
で
あ
る
が
、
こ
の
文
様
を
鐙
に
使
用

し
た
こ
と
に
は

文

様
が
文

様
だ
け
に
何
か
深

い
意
味

が
あ
っ

た
と
考
え

ら
れ
る
。
当

社
の
祭
礼
、
手

掻
会

に

は
室
町
未

期
即
ち
天

文
八
年
ま
で
勅

使
が
差
向
け
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
勅

使
専
用

の

鐙
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
真

鍮
の
わ
が
国
え

の
輸
入
時

期
と
も
年
代

的
に
差

支
え
な
い

が
、
文
様
の
風

趣
か
ら
み

て
桃
山
期

も
初
期

の
作
品

と
見

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、

珍
ら
し
い
真

鍮
象
限
の
初
期

の
作
例
と
し
て
毆
電

な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

守

田

公

夫
）

勍

ｌ

｜



遺
跡
庭
園

水
無
瀬
離
宮
跡
並
に
伝
桜
井
御
所
跡
の
調
査

一
　調
　査
　概
　要

昭
和
三
十
四
年
夏
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
名
神
高
速

道
路
沿
線
史
蹟
調
査
の一
環
と
し
て
、
大
阪
府
三
島
郡
島
本

町
大
字
広
瀬
及
大
字
桜
井
地
内
に
あ
る
水
無
瀬
離
宮
跡
と
伝

桜
井
御
所
跡
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
大
阪
府
教
育
委
員
会

の
依
頼
を
受
け
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
員
が
中
心
と
な
り
、

京
都
大
学
大
学
院
学
生
村
岡
正
君
等
の
協
力
を
得
て
実
測
調

査
に
あ
たっ
た
。
測
量
し
た
総
面
積
は
約
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

（
約
五
十
町
歩
）
要
し
た
期
間
は
外
業
は
七
月
二
十
五
日
か

ら
九
月
十
日
ま
で
の
晴
天
二
十
五
日
間
、
そ
の
後
年
末
ま
で

の
間
に
実
測
資
料
の
計
算
、
実
測
図
作
製
、
古
図
及
び
字
図

の
複
写
、
文
献
資
料
の
渉
猟
、
報
告
書
原
稿
整
理
な
ど
を
行

な
っ
た
。

二
　水
無
瀬
神
宮
と下
御
所
跡

後
鳥
羽
上
皇
は
白
川
殿
、
鳥
羽
殿
な
ど
、
藤
原
時
代
以
来

の
皇
室
所
有
の
庭
園
を
復
旧
修
理
さ
せ
る一
方
、
烏
丸
殿
、

五
辻
殿
な
ど
泉
石
に
名
の
あ
る
公
家
の
邸
宅
な
ど
を
も
仙
洞

御
所
と
し
て
利
用
し
た
。
そ
の
中
で
白
川
に
あ
る
最
勝
四
天

王
院
は
建
物
の
配
置
と
庭
園
の
姿
が
判
る
例
と
し
て
知
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

正
治
元
年（
一
一
九
二
）
に
は
、
大
規
模
な
水
無
瀬
殿

（
後
の
上
御
所
に
対
し
て
下
御
所
と
呼
ぶ
）
が
造
営
さ
れ
た
。

遺
跡
・
庭
　園
の
調
査

の
調

査

建
　造
　物
　研
　究
室

そ
の
位
置
は
現
在
の
水
無
瀬
神
宮
を中
心
と
し
た一
帯即
ち

水
無
瀬
川
と淀
川
の
合
流
点
に
近
かっ
た
よ
うで
あ
る
。

水
無
瀬
御
宮
由
来
書
、
経
業
師成
記（
水
無
瀬
神
宮
所
蔵

文
書）
に
よ
る
と
、

水
無
瀬
御
宮
之
儀
者
則
後
鳥羽
院
御
旧
殿
也
、
延
応三

年
於
隠
岐
国
崩
御
之
節
、
宸
筆
御
影ヲ
被下
、以
後
水

無
瀬
御
旧
殿
二
奉
納
、
永
御
祈
念可
申
之
旨
宸
筆
之
御

手形
ヲ
被下
間
、
則
御
旧
殿
奉
成
御
鎮
座
奉
称
水
無
瀬

御
影
堂
、以
後
明
応三
年
従
後
土
御門
院
被
贈
進
神
号

神
門
等
得共
子
細
有
之
右
神
号
神
門
者
被返
進
、
其
後

者
奉
称
水
無
瀬
御
宮
候
事

七
月二
日
　
　
　
　
　経
業

師
成

と書
か
れて
い
る
。
ま
た別
に
足
利
義
詮
御
教
書（

神
宮
所
蔵
）
に
、

庭
園

せ
給へ
り
御前
の
山
よ
り
滝
お
とさ
れ
たる
庭
の
小
松

も
け
に
け
に
千
代
をこ
め
た
る
霞
の
洞
な
り

と増
鏡に
あ
る
。又
高野
日
記
に
は

尾
上
殿
滝
殿
田
上
の
い
なは
殿
河
囗
に
の
そ
め
る
萱
葺

の
渡
殿
釣
殿
所
々
の
岩
木
は
色
あひ
水
の
心
はへ
その

おり
おり
の
景
色
を書
き
わ
け
ら
れ
し
い
ま
も
目
にっ

き
た
る
よ
う
に
侍
る

とも
あ
る
。

し
か
し
淀
川
と
水
無
瀬
川
の
合
流
点
に
近
かっ
た
だ
け
に

川
添
い
の
渡
殿
とか
舟
か
ら
直
接
上
れ
る
釣
殿
、川
の
水
を

そ
の
まま
引
き
込
ん
だ
庭
園
の
主要
部
分
な
ど
は
、
水
害
を

蒙
るこ
と
は避
け
ら
れな
かっ
た
よ
うで
あ
る
。
現
在の
水

無
瀬
神宮
境
内
の
地形
の
起
伏
か
ら
、
初
期
離
宮の
様
相
を

水
無
瀬
　想
像し
に
く
い
け
れ
ど
も
、
現
況
を
宝暦
に
書
か
れ
た
図
と

照
応し
な
がら
、そ
の
旧
域
を
推
定
して
見
る
と
、現
在
の
神

水
成
瀬
殿
御
旧
跡
鳴動
事可
致
祈
謝
誠
之
由可
被
相
触

禅
衆
等
中
候
恐
々
謹
言

延
文元（
一
三
五
六
）三
月
八
日（

花
押
）
○
義
詮

水
成
瀬
宰
相
殿

とい
う
の
があ
る
。

正
治
造
営
の
水
無
瀬
殿（
下
御
所
）
がど
ん
な
も
ので
あ

っ
たか
は増
鏡
や
、
明
月
記
に
よっ
て
ほ
ぼ推
察で
き
る
。

か
や
ふ
き
の
廊
渡
殿
など
遙
々
と
艶
に
をか
し
うせ
さ

社
境
内
の
す
ぐ
東
側
の
水田
及
び
溝
川
は
昔の
河
床
を
伝
え

るも
の
ら
し
く
、
従っ
て
離
宮
の
敷
地
は
、
そ
の
神
殿
附
近

を東
端
として
、
そ
れ
は
もっ
と西
方
にひ
ろ
がり
を持っ

て
い
たよ
うで
あ
る
。ま
た
水
無
瀬
川
の
流
路
は
もっ
と古

い
時
代
に
は
青葉
荘
の
辺
か
ら
、
阿
弥陀
院
の
方
向
に
抜
け

て
い
た時代
も
あっ
たら
し
い
が。
建
保四
年（
一
二一
六
）

の
洪
水
期
に
は、こ
の
あ
た
り一
帯
が水
び
たし
に
なっ
た

こ
とも
あっ
たで
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
うに下
御
所
の区
域
は洪
水
に
よっ
て
度
々
洗
わ
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奈
良
国
立文
化
財研
究
所
年
報

れ
たで
あ
ろ
うし
、地
形
的
に
昔の
姿
を
物語
る
もの
は見

出
せ
な
い
が、
神
宮
建
築の
背
後
に
あ
る
茶席
燈
心
亭の
庭

に
あ
る小
さ
な池
辺の
庭石
だ
け
は池
の
面
積
か
ら見
て
不

釣
合の
も
ので
あ
るこ
と
か
ら
、
当
時の
庭石
を
若干
転用

し
た
もの
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　水
無
瀬
離
宮
上
御
所
跡

最
初
に
出
来
た下
御
所
は
建
保四
年（
一
二一
六）
の
水

害で
致
命
的
破
損
を蒙っ
た
た
め
、
翌
建
保
五
年
に
は
更
に

そ
の西
方
五百
メ
ート
ル
ほ
ど
隔っ
た百
山（
山
頂
を
含

む
）
及
そ
の
東
南
山
麓
方
向
に
離
宮
を移
し
たこ
と
が明
月

記
な
ど
の
古
記
録
に
よっ
て
わ
か
る
。

上
御
所
の区
域
は
ど
れ程で
かっ
た
か
につ
いて
は
まだ

はっ
き
り
とし
た解
釈
がな
されて
い
ない
。

後
鳥羽
上
皇
が造営
さ
れ
た
離
宮の
こ
とで
ある
か
ら
、

希
望
さえ
あ
れ
ば如
何
よ
う
な土
地
を
も入
手
す
るこ
と
が

で
き
た筈
で
あ
る
が、
そ
れ
にし
て
も
、
旧
東
大
寺
領
を外

さ
ね
ば
なら
ぬ
と
す
れ
ば、
そ
れ
は摂
津
国
島
上
郡
第一
条

第二
里の
西
北
部坪
付（
四
～
九、一
六～二
こ
と同
第

二
条
第二
里の
東
北
部の
坪
付（
一
～
三
、一
〇
～一
五
、

二
二
～二
四
）
とか
ら
割
り
出
さ
れ
る
もので
。宝
暦
年
間

の
古
図
は家
領
とあ
る区
域
がほ
ぼその
重要
部
分
に
相当

す
るこ
と
が判
る
。即
ち
旧
水
無
瀬
殿
は
字
東
大
寺
と
字
桜

井
との
中
間
に
介在
し
て
い
た
と見
るべ
き
も
ので
、
従っ

て
そ
の区
域
は東西
長
径六
町
南
北四
町
、
即
ち二
十町
歩

前
後
と考
えて
よ
さ
そ５
で
あ
る。

国
鉄
東
海
道
線に
沿
う国
木
原
、
金
井
戸
、
馬
場
殿
及
び

や
や西
寄
の
字
御
所
谷
附
近
は昔
の
御
所
や
雑
舎
の
あっ
た

とこ
ろ
ら
し
い
。五反
田
池
は
宝
永
九年
に
池
と
なっ
て
い

（
１）

る
に
対し
、
鶴ヶ
池
は
既
に
惟
喬
親王
別
業
時代
か
らの
も

の
を利用
し
た
ら
し
いこ
と
が記
録
さ
れ
た
もの
も
あ
る
。

猶鶴ヶ
池
の西
岸
に
は
庭石
ら
し
い
も
の
が発
見
さ
れて
お

り
、
当
時
の
大
規
模
な
園
池
の
地形
を今
日
に
伝
え
る
も
の

の
よ
うで
あ
る
。

園
池
は
自
然
流下
の
水
を堰
塞
し
たも
ので
あ
り
、
更
に

（
２）

そ
の一
部
に
は新
し
く
造
ら
れ
た滝
も
あっ
た
。自
然
の
丘

阜で
あ
る百
山
を
築山
に
見
立て
る
など
地
形
に
順
応
しつ

つ
、
適所
に
殿
舎
を配
置
し
たも
の
ら
し
く、
人工
の
美
を

誇
る
とい
うよ
り
は、
自
然に
順
応し
た
もので
あ
る
と言

っ
て
よ
い
。こ
れ
を同
じ
く鎌
倉
時
代
初
期
に
築
造
さ
れ
た

鎌
倉永
福
寺（
文
治五
年・
東
鑑
）
伊
豆
願
成
就
院（
文
治

五
年・
東
鑑）、天
理内
山
永
久
寺（
建
長以
前・
内
山
記
）

の
園池
跡
な
ど
と比
較
す
れ
ば、
構
造の
上
で
、
類
似の
点

が頗
る
多
いこ
と
が分
るで
あろ
う
。
若し
伝え
の
よ
う
に

鶴ヶ
池
が惟
喬
親王
の
別
業
園池
の
地
形
を
踏
襲し
た
もの

で
あ
る
と
す
る
な
ら、
こ
れら
の
園池
が唯一
の
平
安
時代

初
期
宮
苑
遺
構で
あ
る大
沢
池
の
構
造
な
ど
と
も一
脈
相
通

ず
る
もの
で
あ
るこ
と
は
当
然で
あ
る
。

な
お
ま
たこ
の
雄
大
な
地形
に
加
え
、
北
に
水
無
瀬の
山

々
と川
原
を望み
、
東
に
桂川
の
合
流
点
附
近
か
ら
対
岸
男

山
八
幡
宮
に
か
けて
の
淀
川
の
大風
景
の
眺
望
と
を、
園内

の
背
景
として
取
り入
れて
い
るこ
と
など
、
橘
俊
綱
に
よ

（
３）

つ
て
提
唱
さ
れ
た平
安時
代
の
山
荘
庭
園
の
伝
統
に
も
相
通

ず
るも
の
が
あり
、平
安・
鎌
倉
時
代
宮苑
の
特
色
を
遺憾

な
く、
示
す
もので
あ
るこ
と
が判
明
す
るで
あろ
う
。

四
　伝
桜
井
御
所
跡

楠公
父
子
訣別
の
所
と
伝え
ら
れ
る
桜井
駅
跡の
すぐ
西

側
を国
鉄
東
海
道
線
が通っ
て
い
る
が、
その
線
路の
更
に

西
側三
百
メ
ート
ル
程
の
所
は
、
桓
武天
皇
皇子
円
満
院
法

親王
の
桜
井
御
所
跡
と伝
え
ら
れて
い
る
。古
記
録
が正
確
２

さ
を
欠
くき
ら
い
は
あ
る
が、
そ
の
附
近一
帯
の
地
名で
あ

る
御所
内
、
御所
池
、
六
条
殿
、
薬
師
堂之
庭、
御
堂前
、

苔
山
な
どの
地
名
が示
す通
り、
山
地
を開
い
て平
坦
地
と

し
、
由
緒
あ
る
御所
の
敷地
として
利
用
し
、
ま
た
は園
池

とし
て
鑑
賞し
た
と
推定
さ
れ
る
地形
で
あ
る
。殊
に
御所

池
と吁
ば
れ
る一
帯
は、
平
安時
代
初期
の
宮苑
遺
跡で
あ

る旧
嵯峨
院
園池（
大沢
池
）
な
ど
と
類
似の
もの
で
あっ

て
、
おそ
ら
く円
満
院法
親王
離
宮の
跡の
伝
え
も
無下
に

否
定
はで
き
ない
で
あ
ろ
う
。

五
　結
　
　
　
　
　

び

今回
の
実測
調
査
に
よっ
て
大
阪
府三
島
郡
島
本町
地内

の
旧
水
無
瀬
離
宮
跡
と
伝
桜井
御
所
跡の
地
表
に
於
け
る
現

況
を
記
録
保
存
す
る
操
作
を一
応
完了
し
た
ので
あ
る
が、

その
うち
水
無
瀬
離
宮
跡
につ
いて
は
、
そ
の西
端の一
部

分
即
ち百
山
、
御
所
谷
、
北
浦の
西
端
が新
設
計画
路線
に

か
か
るに
す
ぎな
い
が、
調
査
終了
後
間
も
な
く
、
積
水化

学工
業
株
式
会
社
が百
山
及
び五
反
田
池一
帯の
土
地
を
買

収
し
、百
山
をけ
づっ
た
土
砂で
池
を
埋
め
立て
、工
場
宿

舎
運
動
場
敷地
等
に
あて
る計画
が決
定
して
し
まっ
だの

は
まこ
とに
残
念
なこ
とで
あ
る
。乂
桜
井
御
所
跡
の
方
は

最
も
重要
視
さ
れ
る
御
堂前
、
苔
山
、
御
所
池
、
御
所
内
な

どの
大
半
が名
神
高
速
道
路の
大
規
模
な工
事
に
よっ
て
破

壊
さ
れ
るこ
と
が判
明
し
て
来
た
もので
、
こ
の
点
誠に
惜

し
い
こ
とで
あ
る
と
思
う
。

何
れ
も
類
例の
稀で
あ
る平
安・
鎌
倉
時代
宮
苑
遺
跡
と

して
文化
史
上
最
も
重要
な
もの
で
あ
るこ
と
が確
実
と
な

っ
た
上
は
、
地下
遺
構の
記
録
保
存
す
るこ
との
で
き
る
よ



う、
今
後工
事
現場
との
連
絡
を緊
密
に
さ
れ
たい
もの
で

あ
る
。

註（
１
）
　平安
時
代
初
期
文
徳
天
皇
皇
子
惟
喬
親
王
の
別

業
の
跡
で
あ
る
と
伝
え
る
。
扶
桑
京
華
志
巻
之
三
に

よ
れ
ば
、「
水
無
瀬
宮
、
在二水
無
瀬・
今
之
鶴
池
是
也

惟
喬
親
王
別
業
」
と
あ
る
。
従
っ
て
後
鳥
羽
上
皇
の

水
無
御
瀬
離
宮
上
御
所
の
園
池
は
完
全
な
新
設
で
は

な
く
、
曽
て
別
業
に
利
用
さ
れ
て
い
た
地
形
を
利
用

し
、
滝
や
立
石
な
ど
を
加
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
２
）
　明月
記
建
保
五
年
二
月
廿
四
日
の
条
や
、
拾
遺

愚
草（
水
無
瀬
神
宮
古
文
書
所
収
）
な
ど
に
滝
や
立

石
の
こ
と
がで
て
い
る
。

（
３
）
　作庭
記
の
編
者
で
、
そ
の
中
に
は
俊
綢
独
特
の

庭
園
意
匠
論
が
縦
横
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
作
家
で

あ
る
と同
時
に
評
論
家
とし
て
も
聞
え
、
尊
卑
分
脈

に
も
、「
水
石
風
骨
を
得
た
る
人
な
り
」
と
あ
る
。
続

世
継
に
は
鳥
羽
殿
に
対
す
る
辛
辣
な
評
論
が
書
か
れ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　

。。

南
都
諸
大
寺
伽
藍
構
成
と
地
形
の
関
係

標記
の
問
題
を
考察
す
る手
初
め
とし
て
、
東
大
寺
旧
境

内
の
地
形
調
査
に着
手
し
た
。測
量
調
査の区
域
とし
て
は

北
は
知
足院
山
から
南
は南
大
門
前面
の
吉
城
川
附
近
、
東

は
ま
ん
な
おし
地
蔵
尊
から
手
向山
八
幡
宮裏
山
の
土
塁
を

結ぶ
線
、西
限
は
転
害門
焼門
西
大
門
跡
を
経て
旧
井
上
邸

西
側
築
地塀（
旧
東
京
極大
路）
を
結
ぶ
線、
東西
八
五
〇

メ
ート
ル
、
南
北
八
〇
〇
メ
ート
ル面
積
に
し
て
六五ヘ
ク

遺
跡
・
庭
園
の
調
査

タ
ール（
約
六
五
町
歩
）
の区
域内
に
存
在
す
る
ほ
と
ん
ど

す
べて
の
建
物
の
位
置
と、
地形
の
抑
揚
を
記
入
し
た
もの

で
あ
る
。中で
も
宮内
庁
正
倉
院
事務
所の
お
許
し
を
得て
、

正
倉
院
境内
を
含
め
るこ
と
がで
き
たこ
とや
、
依
頼
に
よ

り四
聖
坊
庭
園
を
詳
細
に
調
査
す
るこ
と
がで
き
たこ
と
は

望
外
の
幸で
あっ
た
。

調
査の
結果
明
ら
か
に
さ
れ
たこ
と
は
。

①
　転
害門
と焼
門（
中
御
門
）の
中
柱
を
結
ん
だ
旧
束

京
極
大
路
に平
行
す
る
線
は
南
大門
か
ら
新
禅
院（
金
鑰
学

園
）、県
警
察
本
部
長公
舎
築地塀
の
南
限
か
ら五・
五
〇
メ

ート
ル
北の
地
点
を
結
ぶ
線
と
直
交
す
るこ
と
。

②
　南
大
門
の
中
心
か
ら
垂
直
に引
い
た
直
線（
真
北）

は
、
南
大
門の
中
心
と
大
仏
殿の
中
心
とを
結
ぶ
直
線上
か

ら
、
東
に一
度二
〇
分
だ
け
外
れて
お
り
従っ
て
大
仏の
中

心
は
、
そ
れ
か
ら
五・
五
〇
メ
ート
ル
だ
け西
に
寄っ
て
立

っ
て
い
る
。

③
　現
在
鐘
楼の
建っ
て
い
る
丘
阜
は
、元
、
大
仏
殿
附

近
か
ら
戒
壇
院の
附
近
まで
延
びて
い
た
。
その
丘の
高
さ

は
鐘
楼の
附
近で
は
海
抜
匸一ハ
メ
ー
ト
ル（
現
在平
均一

ニ
ーメ
ート
ル）
大
仏
殿
中
心
附
近で
は一
一
ハ
メ
ー
ト
ル

位（
現
在平
均一
〇一
メ
ート
ル）
あっ
た
。
従っ
て
大
仏

の
肩
あ
た
り
まで
すっ
ぽり
と入
る
位の
高
さで
あっ
た
ら

し
い
。④

　本
坊の
北
か
ら
水門
町
に
向っ
て
真西
に
抜
けて
い

る
水
路（
白
蛇川
）
は
、天
平
四
至
図
に
は
書
いて
あ
る
が、

昔
か
ら
あっ
だの
で
な
く
、
東大
寺の
寺地
を開
く
に当
り

人工
的
に
掘っ
た
もの
で
、元
の
河
川
は
東
塔の
附
近
か
ら

鏡
池の
北
寄
に
流
れ
、
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊の
西
南
隅
前
を

更
に西
塔
と戒
壇
院の
間
を
流
れ
る川
にっ
づ
いて
い
た
ら

し
い
こ
と
。

⑥
　南
大
門
と中
門
の
間
、
現
在
の
五
百
立山
の
すぐ
東

南
方
あ
たり
に
は
海
抜
高約一
〇
九・
七
メ
ート
ル
位
の
尾

根
があり
、
そ
れ
が鎌
倉
時
代
は
じ
めに
取
除か
れ、
そ
の

あ
と
に
鏡池
がで
き
て
い
るこ
と
。

⑥
　大
湯
屋
の
南
の
池
から
食
堂跡
南
にっ
づく
川
は
現

在
講
堂跡
の
東
北
隅で
、
竜
松
院
と竜
蔵院
との
間
を流
れ

下
る
渓流
と合
流
して
い
るの
が、元
は
あの
よ
うに
北
に

曲
ら
ず大
仏
殿土
塁
の
す
ぐ
北下
方
を真
西
に向っ
て
流
れ、

中
御
門（
焼
門
）
の
す
ぐ
北
側か
ら
、
東
京
極
大
路
を横
切

っ
て
西
方
に
流
れ
去っ
て
い
たら
し
い
。

⑦
　竜
松
院
と竜
蔵院
の
間
を流
れ
る渓
流
は元
は
知
足

院
山
裾
に
添っ
て
真
西
に
流
れ、
正
倉
院
南
池
の
北
部
を
通

っ
て
テニ
スコ
ート
の
南下
方
か
ら
対
山
荘
の
附
近
を西
流

して
い
た
。従っ
て
講
堂
と、三
面
僧
坊
の西
室
の
み
は
、

こ
れら
の
渓流
が下
方
浸
触し
た谷
間
の
地形
を
、
大
仏
殿

造
営
の
ため
に
大
き
く削っ
た土
砂
を以
て
埋
め
立て
た
そ

の
上
に
建
設し
た
も
の
と見
ら
れ
る
。

⑥
　食
堂の
基
壇の
南
端
の一
部
ら
し
い
粘
土
層
が宝
厳

院
の
園
池
中
に
露
出
して
い
る
が、
その
位
置
は
講
堂
礎石

か
ら
見
る
と南
か
ら
五
列
目
の
礎石
の
列
の
延
長
上
に
あ
る

こ
と、
宝
厳院
の
門
前の
道路上
に
横
た
わっ
て
い
る
造
り

出
し
の
あ
る豪
快
な
礎石
は
講
堂の
南
か
ら
六
列
目
と七
列

目
と
を結
ん
だ平
行
線の
中
間
に
あ
るこ
と、
及
びそ
の
礎

石
は
、
海
抜一
一
三
メ
ート
ルの
土
表面
上
に
露
出
して
い

るこ
と。

⑨
　知
足
院
山
上
に西
南
か
ら
斜
に
東
北
に
向っ
て
走っ

て
い
る長
い
築地
塀
があ
るこ
と
。

⑩
　法
華
堂
と手
向
山
八
幡
宮
建
物
の
方
位
角
は
、
その
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附
近
に
於け
る他
の
建
物
の
方
位
角
とは
少
し
く
異
り
、
真

北
に対
し
、
少
し
く
傾
いて
い
る
。

以
上こ
の
実
測
調
査
を
通
じて
思
い
がけ
な
い
種
々
の
資

料
を
得
るこ
と
がで
き
たので
あ
る
が、
現
況
の
実
測
図
、

東
大
寺
造
営以
前
の
地形
推
定
復
原
図
な
ど
は
、
拙
稿‐「
大

和
文化
研
究
第
五
巻
第四
号
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

猶こ
の
ほ
か
昭
和三
十
五
年
六
月
現
在
は
興
福
寺
旧
境内

地
の
調
査
中で
あ
り
、
次
第
に
他
に
及
ぶ
予
定で
あ
る
。
今

後同
様
の
調
査
を推
し
進め
るこ
と
に
よ
り
、
南
都
諸
大
寺

に
於
け
る伽
藍配
置
に
際
して
、
地形
がどの
程
度
考
慮
に

入
れ
ら
れ
た
か
、
或
は
伽
藍配
置
の
伝
統
固
執の
た
め
に
は

ど
の
よ
うに
無
理
を
して
配
置
を決
定
し
た
も
ので
あ
る
か

とい
う点
の
究
明
をつ
づけて
見
た
い
と
思
う
。

南
宗
寺（
堺
市
南
旅
籠町
）
庭
園
の
復
原
的
修
理

一
　南
宗
寺
畧
史

そ
も
そ
も
南
宗
寺
は
最
初
舳
松
の
傍
に
あっ
た
が、
弘
治

二
年三
好
長
慶
が大
林
和
尚
を開
山
とし
寺
地
を
宿
院町
の

南（
中
之
町
東
三丁
、
妙
法
寺
の
現
在
位
置
）
の
地
に
移
し
、

弘
治三
年（
一
五
五
七
）
十一
月
落
慶
供
養
し
た
もの
で
あ

る
。天
正
二
年（
一
五
七四
）
松
永
久
秀
の
乱で
全
焼
し
、

復興
後又
元
和元
年
の四
月
廿
七
日
の
兵
乱で
荒
廃
して
い

たの
を
、元
和三
年（
一
六一
七
）
中
興
沢
庵
和
尚
在
住
の

頃
現
在の
所
に再
興
さ
れ
た
。そ
して
元
和
九年（
一
六二

三
）
七
月
十
日
第二
代
将軍
秀
忠、
同
年
八
月
十
八
日
第三

代
将軍
家
光
御
成
があっ
た
。旧
坐
雲
亭の
建
物
はそ
の
頃

の
も
の
と伝
え
ら
れ
る
。

当
時
の
南
宗
与
の
建
物
の
配
置
は
南
宗
寺
伽
藍
古
図
に
書

か
れて
い
る
が、
庭
の
姿
は
記
入
さ
れて
い
ない
。し
か
し

描
か
れて
い
ない
から
全
然無
かっ
た
とは
言
え
ない
。
其

の
後
延宝
七
年（
一
六
七
九）
に
は
方
丈
の
真正
面
に
当っ

て
、
東
照
宮御
霊
屋
が造
営
さ
れて
い
る
。
奥
書
に
寛
政乙

卯（
七
）
年（
一
七
九五
）
とあ
る和
泉
名
所
図
会
に
描
か

れて
い
る所
が江
戸
時
代
末
期
の
寺
の
姿で
あ
る
と
す
れ
ば、

そ
れは
私
か
最
初
昭
和
七
年
に
訪
ね
その
後
し
ばし
ば見
に

行っ
た頃
の
姿
とほ
とん
ど
違っ
て
は
い
な
い
か
ら
、
昭
和

二
十
年
七
月
の
戦
災
まで
は
、
ほ
とん
ど
旧
態の
ま
ま
を
維

持
しっ
づけ
て
来
たも
の
と見
ら
れ
る
。

二
　復
旧工
事
前
の
実
測
調
査

今
回
の
庭
園
の
復旧
修
理工
事
に
際
して
は
、
将
来
文化

財
に指
定
され
る場
合
のこ
と
を
考
慮
し
、
た
だ
単
に
観
光

的目
的
に
合
致
す
るよ
う美
化
す
ると
い
う
態
度で
臨
むこ

と
を厳
重
に
い
ま
し
め
た
。着工
に
先
立
ち
、
罹
災
当
時の

ま
まの
姿
を先
ず詳
細
に
実
測
す
るこ
と
か
ら
は
じ
め
た
。

修
理工
事
は勿
論
昔
の
姿
に
か
え
す
の
が主
な
ね
ら
いで
は

あ
る
が、
長
年
月
の
間
に
土
砂
の
推積
其
の
他
に
よ
る
地形

起
伏の
変
化
、
土
木
建
築工
事
に
よっ
て
生
じ
た
土石
の
移

動
な
ど
をで
き
る
だけ元
に
か
え
すこ
と
、
倒
れ
た
り
、
傾

い
たり
し
て
い
る庭石
を元
の
姿
に
起こ
し
、
む
き
を
直
す

こ
と
な
ど
も必
要で
あ
る
。幕
末
に
於て
東
照
宮
宝
前
に
献

納
さ
れ
た石
灯
籠の
除
去
をは
じ
め
、
必
要
の
あ
る場
合
は

植
物の
移
植、
伐
採又
は不
足
の
場
合
は
補
植
に
よ
り
景
観

を
整え
るこ
とも
必
要で
あ
る
。別
に
利
用
上不
可
欠の
場

合
に
は
敷石
飛石
等
を若干
加
え
、
或
は通
路
を開
き
垣
を

造
る場
合
も
あ
る
が、
そ
れら
の
場
合
とい
え
ど
も
あ
く
ま

で
ひ
かえ
目
に
止
め
たの
は言
う
まで
も
ない
。

か
くて
六月
三
日
から工
事に
着
手
し
た
。ま
づ第一
に

途
中で
消
えて
い
る
よ
う
に見
え
る昔
の
枯山
水
型
渓
流
に

添っ
て
、
そ
の
流
が
どこ
まで
あっ
たの
か
、
ま
た
そ
の
流

の
川
底
の
構
造
が
どの
よ
うで
、
ど
の
程
度
埋
まっ
て
い
た
郛

か
を検
分
す
る
ため
に
発
掘
を試
み
たとこ
ろ
、
そ
の
際川

底
の
よ
う
な
敷石
と川
岸
を形
成
して
い
た石
組
と
が、
現

出
し
たので
あ
る
。そ
の
場
合
庭
の西
隅
に
於て
護
岸
の石

組
に
接
して
、一
見
飛石
状
の
用
途不
明の
石（
紀
州
産
青

石
）
が数
個
見
出
され
た
。そ
れ
が
後に
投
込
ま
れ
た
もの

と見
ら
れ
る
だ
けで
、
あ
と
は
す
べて
使
途
明
白の
もの
ぽ

か
りで
あっ
たか
ら
、元
か
ら
地
表
に
現
わ
れて
い
た石
と

組
み
合
わ
せて
、こ
こ
に
渓
流
型
枯
山
水
庭
園
の
景
観
を
復

原
す
るこ
と
がで
き
たので
あ
る
。

三
　調
査
の
結
果
判
明
し
た
庭
園
の
変
遷

次
に
着工
以
前
の
実
測
調
査
と
復
原
的
修
理工
事
と
を
通

じて
判
明
し
た南
宗
寺
庭
園
の
変
遷
につ
いて
略
述
し
よ
う
。

こ
の
庭
園
がいっ
ごろ
の
も
ので
あ
る
か
につ
いて
は
、

先
学
も
興
味
をもっ
て
解
説
されて
おり
、
そ
の
中
に
はこ

の
庭
園
が元
和以
後の
も
ので
あ
り
な
がら
古
制
を
持っ
て

い
るこ
とに
注
意
を示
して
い
る
人
も
あ
る
。
又こ
の
庭
園

の
中
心
を
なし
て
い
る滝口
石
組
や石
橋
な
ど
の
主
題
が方

丈
の正
面
か
ら
向っ
て
右
手（
西
側
）
に
寄
り
す
ぎて
い
る

こ
とに
も不
審
を抱
く
人
があ
る
。
私
も
そ
れ
ら
とは
同
意

見で
あ
る
が、
結
論
として
は
や
や
異
る
とこ
ろ
があ
る
。

発
掘着
手
前
の
庭
園
を調
査
して
い
る
間
に
、
私
はこ
の

庭
園
に使
用
されて
い
る庭石
の
中
に
、
全
く
異っ
だ好み

の
もの
が二
種
類
あ
るこ
と
を知っ
た
。そ
の一
類
は比
較

的大
柄
な
和
泉砂
岩
系
統
の
庭石
群で
、
何
れも
深
々
と
据

え
ら
れて
お
り
安定
感
が
あ
る
。も
う一
つ
の
種
類
は現
在

の
庭
園景
観の
主
題
を
なし
て
い
る滝
口・
石
橋・
流
れ
を

形
式
す
る一
連の石
組で
、
こ
れら
は石
の
質
も
少
し
く
違



い
、
紀州
の
青石
が
主で
、
中
に
は著
し
く
海
触
を受
け
た

砂
岩
な
ど
を
も
か
なり
まじ
え
て
い
る
。こ
れら
の
事実
を

通
じて
、
私
は選
択
者の
明
白
な相
違
、
引
い
て
は
作製
年

代
に
開き
があ
る
もの
と見
たい
ので
あ
る
。
さて
こ
れ
ら

の
事
実
を
ど
う解
釈
す
る
か
と言
う
と、
そ
の
解
決
につ
い

て
は
今回
の
発
掘
が大
い
に
物
を言っ
たこ
と
は言
うまで

も
ない
。

前
述の
よ
うに
大
柄の
庭石
群
は、
そ
の
根
が非
常
に
深

い
の
で
あ
る
。最
も深
い
もの
は、
六〇
セン
チ
メ
ート
ル

も埋
まっ
て
い
る
もの
が
あ
る
。そ
れに
対
し
て
、
川
添
い

の石
組
は至っ
て
根
が浅
く、
中
に
は
盛土
の
上
に
乗
せ
た

よ
う
なも
の
さえ
も
あ
る
くら
いで
。最
も
深
い
も
ので
も

三
〇
セン
チ
メ
ート
ル
を越
え
るも
の
は少
ない
。一
番
大

き
な石（
二
つ
に
割
れて
い
る）
の
すぐ
右（
西
）
側の平

ら
な石
や
、
その
すぐ
右（
西
）
側の
石
の
如
き
は至っ
て

根
が浅
く
、
僅
か五
セン
チ
メ
ート
ル
位
の
もので
あ
る
。

従っ
て
こ
の
二
組の
庭石
群
は同
時の
もので
は
ない
こ
と

が分
る
と同
時
に
、同
じ手
前（
北
）
側の
庭石
群
の
中
に

さえ
も
、
後
補の
もの
があ
るこ
と
を
知っ
たので
あ
る
。

四
　庭
園
史
的意
義

最
後に
こ
の
庭
の石
組
から
判
断
し
た
作
庭の
経
緯
と、

庭
園
史
的意
義に
ふ
れて
おこ５
．

下
方に
於て
渓流
状
を
なし
て
い
るこ
の
庭
園
景
観
を誘

導
す
る滝
口
と石
橋
と
が元
東
照
宮（
延
宝
七
年
）
と山
叢

との
閧に
は
さ
まっ
て
何
と
なく
窮
屈
そ
う
な姿で
あっ
た

こ
と
を
知
る
人
は、
現
在
見
るこ
の
庭
園
の
主
要
部
分
が、

一
山
の
政
策上
東
照
宮
を方
丈
の
真正
面
に
造
営
し
た時
即

ち
延
宝七
年
頃
に
、
止
む
な
く西
に
片
寄
せて
、
完
成
し
た

も
ので
は
ない
か
と
考え
るの
は
当
然
のこ
とで
あ
る
。
従

遺
跡
・
庭
園
の
調
査

つ
て
、「
庭
古田
織
部正
」
と
和
泉名
所
図
会
に
書
か
れ、

桃山
時代
の
名
園の一
つ
と呼
び
なら
わ
さ
れて
来
たこ
の

庭
園
も
、
厳
密
に言っ
て
江
戸
時
代
前
期
か
なり
降
る頃
の

遺
構
とい
うこ
とに
訂正
さ
れそ
うで
あ
る
。所
が方
丈
の

中
央
前面
に
横
た
わ
る大
柄の
五
個の
庭石
だ
け
は
、
安定

し
た
その
姿
態
から
推し
、
根
深
く
お
さめ
ら
れ
たそ
の
技

法
か
ら判
断
し
て
も
延
宝
改
造
より
ずっ
と
古
くか
ら
あっ

た
もの
で
、
おそ
ら
く、
こ
の
部分
こ
そ
元
和
五
年（
一
六

一
九）
に
方
丈
が造
営
さ
れ
た頃
の石
組の一
部
が、
幸に

し
て
元
の
ま
ま
残
さ
れ
たも
ので
あろ
う
。元
和
創始
の
庭

の
姿
は
資料
がな
くて
不
明で
あ
る
が、
こ
の石
が東
南
か

ら
、西
北に
向っ
て
庭
を斜
に
流
れ
去
る渓
流
添
い
の
姿で

あ
るこ
と
から
推せ
ば
、そ
れ
は或
る時
期
に
改造
さ
れて

現
在の
姿に
な
る以
前
にも
、
方丈
前面
の
地
形
の
高
所
を

利
用
し
な
がら
立石
に
よっ
て
滝
を表
現
し
、
そ
の
前面
に

石
橋
を
かけ
る
所謂
大
徳
寺大
仙
院流
儀の
枯山
水
が
あっ

だの
で
は
な
か
ろ
う
か
。現
在
、滝
口
や石
橋
や
渓流
を形

成し
て
い
る
立石
が比
較
的小
柄で
形
がに
ぎ
やかで
あ
る

の
にひ
き
く
ら
べて
、
渓流
の
底に
敷きっ
めら
れて
い
る

石
の
粒
が粗大
で
あ
るこ
と、
渓流
に
拳石
を
敷く
技
法
が

室町
時代
の
末
期に
は、
屡
々
採用
さ
れて
い
るこ
と
など

か
ら
考え
る
と、
先
学
も認
めて
い
るよ
う
に
、
こ
の
庭
の

枯山
水型
式
の
姿
は、
江
戸
時
代
前
中
期
よ
り
はもっ
と
溯

り
、現
南宗
寺
創始
期
は勿
論
の
こ
と、三
好
長
慶
と
大
林

和尚
に
よ
る
宿
院町
南
の
室
町
末
期
の
庭
園
の
姿
に
も
通
ず

る
もの
があ
るので
は
なか
ろ
う
か
。即
ち
南
宗
寺の
庭
園

は
美
術
的
な見
地
か
ら
す
るも
、
歴
史
的価
値
か
ら
判
断
す

るも
、
大
阪
府下
に
於け
る
庭
園
と
して
は
、
重要
な
遺
構

と見
ら
れ
るので
あっ
て
、
永
く
保
存
の
途
を
講
ず
べ
き
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

醍
醐
寺
旧
三
宝
院
と

無
量
光
院
等
庭
園
跡
遺
跡
の
調
査

一
　醍
醐
寺の
僧
坊調
査

昭
和三
十
四
年十
二
月
に
醍
醐
寺
側の
同
意
を
得て
、
同

寺
境内
地
に
残
存
す
る旧
僧
坊跡
の
地
形
調
査
を行っ
た
。

その
結
果
仁王
門（
旧
西
大
門
）
から
、
金
堂
の
方
に
通
ず

る
参
道の
両
側に
藤原
時
代
の
僧
坊
とそ
の
庭
園
の
遺
跡
が

二
つ
あ
るこ
と
を
知っ
た
。即
ち
参
道の
南
側
の
が無
量
光

院
、そ
の
北
側の
は旧
三
宝院（
灌頂
院
）
で
あ
るこ
と
が

判っ
た
。二

　無
量
光
院
遺跡

無
量
光
院の
遺
跡
は、
東
側
を
除く
周
囲
三
方
を高
さ約

一
メ
ート
ル
程の
土
塁
状
地
形
で
めぐ
ら
し
、
そ
の
仝
敷地

の
や
や西
寄の
とこ
ろ
に池
の
跡
ら
し
い
窪
み
が見
え
る
。

昔の
水面
と思
わ
れ
るの
は海
抜四
七
メ
ート
ル
あ
たり
の

とこ
ろ
と
算出
さ
れ
る
。そ
の
中
央や
や
南
寄
り
に
中
島
状

の
高所
があ
る
。こ
の
池へ
の
給
水
は
五
重
塔
の
南
を通っ

て
清滝
宮の
南
の
所
か
ら
無
量
光
院
東
南
隅
に至
り
、
そこ

か
ら西
北
方に
向
い
、
池
の
東
の
方
か
ら
流
れ
入
り
。
余
水

は池
の
西
の
方
か
ら
流
れ
出
るよ
う
に
なっ
て
い
たら
し
く、

そ
の
排
水
溝
の
よ
う
な地形
は
今で
も
指
摘で
き
る
。

建物
の
位
置
と思
わ
れ
るの
は
敷地
の
北
側
の一
帯で
そ

の
東半
分
は池
痕
と思
わ
れる
窪
地
の
表面
よ
り
は約一
メ

ート
ル
五
〇
ほ
ど
高い
。ま
た
敷地
の西
半
分
も
約一
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
高く
なっ
て
おり
、
北
東
方
に
最
も
重
要
な
殿
舎

が
あっ
た
と推
定
され
る
。

三
　旧三
宝
院（
灌
頂
院
）
遺
跡
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旧三
宝
院
の
敷
地
は
、
そ
の四
周
に
土
塁
を
め
ぐ
らし
て

い
る
ので
無
量
光
院同
様
わ
か
り
易
い
。
醍
醐
雑
事
記
に
よ

ると
永
久三
年（
一
一
一
五
）
直
後
の
建
物
の
種
類
が
わか

る。
ま
た
そ
の
閧二
回正
治二
年（
匸一
〇〇
）
と
。
貞
永

元
年（
匸一
三
四
）
と
に
焼
けて
い
る
が、
鎌
倉
中
期
頃
の

こ
と
な
ら
醍
醐
寺
新
要
録
所
収
絵
図
類
の
中
に
永
仁
六
年

こ
二
九八
）
の
指
図
があ
り
、
灌
頂
院
、
礼
堂、
廊、
中

門
廊
、
中
門
、四
足
門
、
殿上
の
ほ
か西
の
通
に面
し
て
唐

門
が存
在
し
て
い
たこ
と
を図
示
し
て
い
る
。

旧三
宝院
は文
明二
年（
第四
回
目
）
の
火
災以
後
は同

じ
敷地
で
は再
興
さ
れ
ず、
金
剛輪
院（
現
在の
三
宝
院）

が当
時
の
座
主の
住房
に
あて
ら
れ
たの
で
、
いっ
し
か金

剛
輪
院
の
こ
と
を三
宝
院門
跡
と呼
ぶ
よ
う
に
なっ
た
。そ

の
後焼
跡
の
庭石
な
ど
は慶
長
七
年以
前
既
に桃
山
城
に運

ば
れ
た
もの
も
あり
、
ま
た
曽て
旧三
宝院
滝
頭
に
あっ
た

石
は、
金
剛
輪
院
の
庭の
石
橋
とし
て
利
用
さ
れ
た
もの
も

あ
る
。
そし
て
慶長
七
年（
一
六〇四
）
頃
に
はそ
の
遺跡

は松
原
の
よ
うで
あっ
た
と
義
演准
后日
記（
慶長
七
年一

月
廿
七日
の
条）
に記
さ
れて
い
る
。

旧
三
宝
院
敷
地の
南
側
は、
後
に
水
路
が出
来土
塁
が少

し
直
さ
れ
たの
で
昔の
門
の
位置
は判
り
に
く
い
が西
側の

方
は
土
塁の
状
態
が昔
の
ま
まで
あ
る
。
仁王
門
の
すぐ
北

側の
所で
、内
側
に
七
メ
ー
トル
ほ
ど
屈
曲し
、更
に大
道

に平
行
して
元
の
よ
う
に
屈
曲
して
北
に
延
び
約三
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点で
約四
米
だ
け
途
切
れて
い
る
。
更
に北
の
方

も同
じ
よ
う
な形
に屈
曲し
て
長
尾
宮
鳥居
の
所
に至
り終

っ
て
い
る
。こ
の
土
塁
の
切
れて
い
る
部分
は
室町
時
代
以

前
から
の四
足
門
の
位
置
に
相
違
な
く
、こ
の
門
の
位
置
が

判
明
し
たこ
と
から
、
こ
の
敷
地
に永
仁
六年
の
指図
や下

醍
醐伽
藍
をあて
は
め
るこ
と
がで
き
る
ので
、
主要
建
築

の
位
置
が見
当っ
く
と同
時
に
残
余
を庭
園
敷
地
と見
るこ

と
が可
能
と
な
る
。
敷地
の
東
南
隅の
所
が海
抜
標
高約
五

〇・
七
〇
メ
ート
ル・
程の
高地
で
あ
る
がそ
の
すぐ
北
西

側
に四
六・
七
〇
メ
ート
ル
程、
こ
の
敷
地内
で一
番
低
い

窪
地
があ
るの
を
泉
水
跡
と見
るこ
と
がで
き
る
よ
うで
あ

る
。
鎌
倉
時代
の
記
録
に
は
泉
水の
こ
と
は
書
か
れて
ない

が、十
帖
抄
に「
滝坪
」
の
語
が見
え
、
滝の
落
ち
る所
よ

り一
丈西
に平
ら
な石
があ
り
、
その
石
の
上
に
神
供
壇
を

置
い
たこ
と
を
記
して
い
る
。
ま
た
隆源
僧正
記
に
よ
る
と

既
に以
前
か
ら
あっ
た
滝
を当
時
座
主で
あっ
た
心助
僧正

が至
徳二
年（
一
三
八
五
）
に
掃
除し
、
水
を
落
す
な
ど
立

派
に再
興
し
たこ
と
が記
さ
れて
い
る
。
今回
調
査の
結果

地形
上
顕
著
な
切
れ
込
み
を
見つ
け
るこ
と
がで
き
た
が、

こ
こ
を
滝口
と
し
、
落
水
は
南山
裾
を
め
ぐっ
て
、西
に
流

下
し
た
も
の
ら
し
い
。

四
菩
提
寺
遺
跡

こ
の
ほ
か
、天
文
十三
年（
一
五四
四
）
禁
裏
に引
か
れ

たこ
とで
庭
園
史
上
著
名
な九
山
八
海石
が曽て
あっ
た
菩

提
寺
の
あ
と
も
現
在
の
伽
藍
か
ら
約三
百
米
ほ
ど
南
に
離
れ

た
とこ
ろ
に
確
認
す
るこ
と
がで
き
、
例
の
九山
八
海石
は
、

菩
提
寺で
は
大
池
の
中
に
あっ
た
ので
は
なく
、
遣
水の
あ

る小
庭
に
毆
か
れて
い
た
ら
し
いこ
と
を
知
るこ
と
を
得
た
。

願
成
就
院
庭
園
遺
跡
の
調
査

静岡
県田
方
郡
韮山
町
北
条
に
あ
る
真
言
宗
願
成
就
院
は
、

伝
運
慶
作の
地
蔵
尊
があ
るこ
とで
有
名で
あ
る
。こ
の
遺

跡
の
調
査の
目
的
は
、
昭
和三
十
四
年
夏
期
に
実測
調
査し

た
水
無
瀬
離
宮
庭
園
遺
跡
と比
較し
、
鎌
倉時
代
初
期
に
於

け
る
建
築
配
置
と
、
庭
園
造
成
の
特
色
を
と
ら
え
て
見
た
い

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

願
成
就
院
の
創
造
に
関
し
て
は
東
鑑
文
治
五
年（
一
一
八

九
）
六
月
六
日
の
条
に

為二北
条
殿
御
願一
、
為
い祈一
奥
州
征
伐
支一
伊
豆
国
北

条
内
、
被
レ企二伽
藍
営
作・
、今
日
択二吉
曜二有二事
初・

立
柱
上
棟
則
同
被・
遂
二供
養・
、
名
圃
号二願
成
就
院・
、

本
尊
者
阿
弥
陀
三
尊
并
不
動
多
聞
形
像
等
也
。（
下
略
）

と
あ
る
。
更
に
正
治
二
年（
匸一
〇
〇
）
正
月
八
日
の
条
に
、

又
伊
豆
国
願
成
就
院
北
隣
者
幽
霊
在
世
御
亭
也
。
而
今

為
二北
条
殿
沙
汰・
、
被
レ定
二仏
閣・
。
令
レ奉
レ安二置
阿

弥
陀
三
尊
并
不
動
地
蔵
等
形
像一
給
云
々

ま
た
建
保
三
年（
一
ニ
ー五
）
十
二
月
十
六
日
の
条
に
、

又
今
日
伊
豆
国
額
成
就
院
南
新
御
堂
被
レ遂
二
供
養一
本

仏
阿
弥
陀
三
尊
井
四
天
三
像
云
々
是
為
二相
州
御
領・
此

間
所
レ被
二新
造一
也

更
に
寛
喜
二
年（
匸一
三
〇
）
十
月
十
六
日
の
条
に
よ
る
と
、

武
州
御
願
北
条
御
堂
上
棟
也
、
左
近
入
道
道
然
斎
藤
兵

衛
入
道
浄
円
為
二奉
行一
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
治
五
年
以
降
次
第
に
伽
藍
を
整
備

し
て
行
っ
た
北
条
御
堂
即
ち
願
成
就
院
の
本
尊
が
阿
弥
陀
如

来
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
成
立
が
源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
に
ち
な

み
、
平
泉
精
舎
を
参
考
と
し
て
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
創
造
し
た

永
福
寺
と
相
前
後
し
て
い
る
こ
と
、
曽
て
永
福
寺
跡
に
は
堂

塔
跡
よ
り
は
、
園
池
遺
跡
の
方
が
明
瞭
に
残
存
し
て
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
主
と
し
て
、
願
成
就
院
の
園
池
遺
跡
の
地
形

の
復
原
的
考
察
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

☆

☆

☆森

蘊Ｊ
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昭
和
3
4
年
度

調

査
研

究

概
況

Ｉ
　

総
　

合
　

研
　

究

１
　

平

城
宮
跡
発
掘
調
査
　
（
建
造
物
・
歴
史
）

最
近
の
産
業
開
発
や
、
市
街
地
の
発
展
に
ょ

っ
て
平
城

宮

跡

の
一
部

が
破
壊

さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
。
特

に
現
在
の
一
条

通

ぞ
い
の
地
区

で
は
宅
地
化

の
進
展
が
著
し
く
、
こ
の
部

分

の
埋
蔵
遺
跡
の
調
査
は
緊

急
を
要

す
る
の
で
、

そ
の
中

の
内

裏
推
定
地
区

よ
り
調
査
を
始
め
た
。
こ
の
調
査
は
第
１
次
五

ヵ

年
計
画
と
し
て
今
後
続
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
　

飛
鳥
板
蓋
宮
伝
承
地
発
掘
調
査
　
（
建
造
物
・
歴
史
）

大
和
平
野
農
業
用
水
路
予
定
線
上
に
板
盖
宮
推
定
地
の
石

敷
遺
跡

が
あ
た
る
の
で
、
こ
れ

を
発
堀
調
査
し
た
。
な
お
用

水
路
の
開
鑿
に
伴
う
調
査
は
、
昭
和
３１
年
以
来
当
研
究
所

が

担
当
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
本
調
査
は
今
後
奈
良
県
に
引

継

い
で
頂
く
こ

と
と
な
っ
た
。

３
　

南
都
諸
大
寺
伽
藍
地
地
形
実
測
調
査
　
（
建
造
物
）

平
城
宮
跡

と
同
様
に
市
街
地
の
発
展
や
観
光
事
業
施
設
の

増
加

に
よ
っ
て
諸
大
寺
の
旧
境
内
地

が
変
貌
し
つ
っ
あ
る
。

発
掘
調
査
等

に
よ

る
旧
伽
藍
の
解
明

が
最
も
望
ま
し

い
こ

と

で

あ
る
が
、
そ

の
予
備
調

査
と
し
て
現
地
形

の
実
測

を
行

い
、

ま
た
適

切
な
環
境

整
備

や
観
光
施
設
計
画

に
も

役
立
て

る
こ

と
を
目

的
と
し
、
本
年
度

は
東
大

寺
、

興
福
寺

等
に
つ

い
て

境
内
地

の
測
量
を
行
っ

た
。

４
　

俊
乗
房

重
源
の
研

究
　
（
美
術
工
芸
・
歴
史
）

５
　

興
正
菩
薩
叡
尊
の
研

究
　
（
美
術
工
芸
）

６
　

仁
和
寺
所
蔵
古
文
書
・
聖
教
の
調
査
（
歴
史
・
建
築
）

昭
和
3
4年
度
調
査
研

究
概
況

こ
れ
等

は
い
ず

れ
も
前
年
度
よ
り
引
続
い
て
行
っ
て
い
る

も
の
で
、
４
・
５
は
本
文
中
に
そ
の
概
要

を
記
し
、
６

は
成

果
の
一
部
を
「
『
常
瑜
伽
院
指
図
』
に
つ
い
て
」

と
し
て
本
文

中
に
記
し
た
。

７
　

中
世
庶
民
信
仰
資
料
の
調
査
研

究
（
美
術
工
芸
・
歴
史
）

（
文
部
省
科
学
研
究
費
交
附
金
に
よ
る
）

元
興
寺
極
楽
坊

か
ら
発
見

さ
れ
た
資
料
の
整
理
と
研

究
を

主
眼

と
し
、

さ
ら

に
一
層
広
く
中
世

に
お
け
る
庶
民
信
仰
の

実
体

を
明
ら

か
に
す

る
目

的
を
も
っ
て
、
当
研
究
所

が
主
体

と
な
り
、
奈
良
・
京
都
国
立
博
物
館
、
そ
の
他
諸
大
学
の
協

力

を
得
て
調
査
研
究

を
行
っ

た
も
の
で
、
そ
の
一
部
の
『
印

仏
』

に
関
す

る
調
査
経
過

を
本
文
中

に
報
告
し
た
。

１
　

各
　

惆
　

研
　

究

１
　

美
術
工
芸
研
究
室
・
彫
刻

い
ず
れ
も
前
年
度
よ
り
続
行
し
て

い
る
も
の
で
あ
る

が
、

藤
原
彫
刻

の
研
究

・
鎌
倉
時
代
に

お
け
る
院
派
仏
師
の
研

究

・
能
楽
発
達
期

に
お
け

る
能
狂
言
面
の
研

究
等
を
行
い
（

本

文
中

に
報
告
）
、
ま
た
新

し
く
聖
徳
太
子
像

の
研
究

に
着
手
し

た
。
な
お
奈
良
国

立
博
物
館

と
協
同

し
て
長
谷
寺

の
寺
宝
調

査
を
、
又

依
頼
に
よ
っ
て
淡

路
島

の
文
化

財
調
査

を
行
っ

た
。

２
　

美
術
工

芸
研

究
室
・
工
芸

工
芸
室
は
美
術
工

芸
研

究
室
の
総
合
調
査
に
際
し
て
は
彫

刻
、
絵
画
室
と
と
も
に
っ
ね
に
そ
の
調
査
に
あ
た
っ

た
。
工

芸
室
の
調
査
範
囲
は
非
常
な
広
範
囲
に
わ
た
る
が
、
出
来

る

限

り
全
面
的
に
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
平
行

的
に
工

芸
室
の
研

究
テ
ー
マ
を
四

っ
も
っ

。
日

は
舎
利
塔

の
様
式

的

研
究
を
行
っ
て

い
る

が
そ
の
目
的
と
す

る
と
こ
ろ

は
、
東
大

寺
様
式
、
唐

招
提
寺
様
式
、
西
大
寺
様
式

を
は
じ
め
全
国

の

社
寺
に
残
存
す
る
多
く
の
舎
利
塔
の
様
式

と
そ

れ
が
も
っ
美

術
工

芸
的
価
値

の
連
関
性
の
分
類
に
あ
る
。
口

は
、
厨
子

の

研
究
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
厨
子

の
年
代

差
に
よ

る
型
態

の
変

化
と
工

芸
技
術
の
特
異
性
の
解
明
に
努
力

し
て

い
る
。
目

は
、

能
衣
裳

と
小

袖
の
研

究
で
能
衣
裳
と
小

袖
を
美

術
史
的
、

染

織
史
的

に
研

究
し
、
さ
ら
に
芸
能
史
、
服
装
史
の
観
点
か
ら
も

研
究
す

る
。
固
は
、
美
術
工
芸

作
品

に
見
ら
れ
る
文
様
の
日

本
的
展
開
。
美
術
工
芸
作
品
に
表
出

さ
れ
て

い
る
文
様
は
外

来
系
の
も
の

と
日
本
系
の
も
の
と
に
大
別

さ
れ

る
が
、
そ
れ

ら
の
文
様

か
ら
日
本
的
文
様
の
撰
出

と
そ
の
実
証
、
そ
れ
ら

の
史
的
発
展
過
程
の
究
明
に
あ
た
る
。
手
向
山
神
社
宝
物
の

調
査
は
四

の
テ

ー
マ
の
一
環
と
し
て

実
施
し
た
が
、
幾
つ
か

の
興
味

あ
る
問
題

を
得

た
。
図
版
紹
介
は
そ
の
一
部
で

あ
る
。

３
　

歴
史
研
究
室
・
古
文
書

前
年
度
よ
り
引
続

い
て
興
福
寺
所
蔵

の
古
文
書
典
籍
等
の

調
査

を
行

い
、
そ
の
中
言

遍
本
明
水
抄

に
つ
い
て
本
文
中
に

紹
介
し

た
。

４
　

歴
史
研
究
室
・
考
古

出
土
品

の
整

理
、
分
類

に
よ
っ
て
古
瓦
及

び
土
師
器
・
須

恵
器

の
編
年

的
研
究

を
行
っ
た
。

５
　

建
造
物
研

究
室
・
建

築

建
造
物
の
解
体
修
理
工

事
に
伴
う
調

査
研
究

を
、
当
麻
寺

曼
荼
羅
堂
そ
の
他
に
つ
い
て
行
っ

た
。
な
お
名
神
高
速
度
道

路
工

事
に
附

随
し
た
瀬
田
廃
寺
発
掘
調

査
を
滋
賀
県

よ
り
の

依
頼
に
よ
っ
て
考
古
室
と
協
同
で
行
っ

た
。

６
　

建
造
物
研

究
室
・
遺

跡
庭
園

概
要
を
本
文
中
に
報
告
。
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研
　究
　発
表

Ａ
講

演

昭
和三
十
四
年五
月
十
六日（
於
本所
）

仁
和
寺の
古
文
書
調
査
につ
いて田

中

稔

南
都
諸
寺の
古図
につ
い
て
　小
林

剛

２
　昭
和三
十
四
年
九月二
十
六日（
於現
地
）

平
城
宮
跡
発
掘調
査
報
告
会

Ｂ
展
１

観

昭
和三
十
四
年五
月十
六日（
於
本
所）

仁
和
寺
関
係
古
文
書
及
び南
都
諸
寺の
古図

２
　昭
和三
十
四
年
九月二
十
六日（
於現
地）

平
城
宮
跡
発
掘出
土
遺
物

組
　
　
　
　
　

織

文
化
財
保
護法
　抜
萃

昭
和二十五
年五
月三
十日
）

（
法
律
第
ニ
　ー
　四号

第二
十
条
　委
員
会の
附
属
機
関
として
文化
財

専
門
審
議会
、
国
立博
物館
及
び国
立文
化
財

研
究
所
を置
く
。

第二
十三
条
　国
立文
化
財研
究
所
は文
化
財
に

関
す
る調
査
研
究、
資料
の
作
成及
びそ
の
公

表
を行
う
。

２
　国
立
文化
財
研
究
所
の
名
称
及
び位
置
は
、

左
の
通
り
と
す
る。

昭
和三
十四
年
度
文
部
省科
学研
究
費
交
付
金に
よ
る研
究

古中
調｜美世
査と術庶　研
研く品民究にの信

｜
美科仰　究
術学資
工研料
芸究の　課品　調
の　査
微　研　題
視　究
的

一

入輸　総　交
川

金購　究｜類
一

浜　藤　研

田　
究

田　　　代

Ｓ　表

卜 万 者
｜　　　　．＿＿

｜

六ＩＸ
九　二丿
六　〇

Ｉ付
二　〇
丶　　丶＿　　　金
－　○
七　〇
九　〇　額円　円

研
　究
　成
　果
刊

行
物

昭　　　昭　　昭昭　昭　　昭　　　昭｜
和　　　和　　和　和　和　　　和　　　

和ｉ年
三　　三　三三　三　　＝r　　二

ｌ
十　　十　十十　十　　‾　　　十

・
五　　四　　三二　一　　十　　　九１
年　　　年　　年　年　年　　　年　　　年度　　　度　　度　度　度　　　度　　　ｔl度-
同同　同同同同　奈奈奈奈同奈

丿
良良良良　良
国国国国　国。　　　　　　　　　　立立立立　立

平　　　　　　　　　　　⌒文文　文　文　文
城　　　　　　　　　　　　

奈化ｲ匕　ｲ匕　ｲﾋ　　化　名

宮　　　　　　　　　　　
良財財　財　財　財

跡　　　　　　　　　　　
時研研　研　研　　研

。　　　　　　　　　　　代究究　究　究　究

第　　　　　　　　　　
僧所所所所　所

ご　　　　　　　　　　　坊学史学史　学。さ　　　　　　　　　　ｏ報料報料　報・
第第　第第第第

研第第第第第第１
飛十九　八七六五究四二三一二一。
鳥冊冊　冊冊冊冊　こ冊冊冊冊冊冊
板　　八　八　八八　ｒ`丶　兀　へ　ら　八八八
蓋　川　文興中飛興　西文南修仏
宮　

原　化福世鳥寺　大化無学師
伝　寺　史寺庭寺極　寺史阿院運
承　発　論食園発楽　叡論弥の慶
地　掘　叢堂文掘坊　尊叢陀復の
発　調　゙ 発

化調　を　伝゛仏原研　称
掘　査　　　掘史査中　

記　　作的究
調　報　　　調゛報心　集　　善研゛
査　告　　　査　　告　と　成　　集究
報　゙ 　　報　　゙　し　し　　複`

Ｊ
告　　　　　　告　　　　て　　　　　製廴ノ　　　　　　　ロ　　　　　ロ　　　　　　戛ノ　　｜

田杉田杉浜小坪森坪浅　浅　小田小田森小il　
！

史心史　ｍ林井　井野野林中林沢　林
Ｉ担

と?S坪笆叫　　清　清　　　　　一剛　　　ｉ
井`　`坪隆剛足蘊足清　清　剛郎森担蘊剛　

当｜
岡` 工　　゙　゙ ゛　　　`蘊
鈴碑井杉守鈴　鈴杉鈴　　田` 　　　者呎杰田` 山田木　　木山　木　　

中杉　　　ｉ
μ丿　

中鈴＿　。。　－－－　　　山
石工宣　一公曼　曼倡　盛　　　信　　　

：名
本藤蓚木郎夫吉　吉ヨ吉　　稔こ　　　ｌｉ

昭
和三
十
五
年
十二
月
十二
日

同
　
　
　
十二
月二
十日

前
所
長
藤田
亮
策
先
生
急
逝・
十三
日
密
葬

当研
究
所
に
おいて
所
葬
を
行
う

J4

-

●

-



べ田

難。
所所Ｈ：

３
　国
立文
化
財研
究
所
に
は
支
所
を置
くこ
と

がで
き
る
。

４
　国
立
文化
財研
究
所及
びそ
の
支
所
の
内
部

組
織
は
、委
員
会規
則
で
定
め
る
。

奈
良国
立文
化
財
研
究所
組
織
規
程

昭
和二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
）

（
文
化

財
保
護
委
員
会
規則
第五
号

沿
革
、昭
和
二
十
九
年
六月
二
十
九日
）

（
　
　文
化
財
保
護委
員
会
規則
第五
号

（
奈良
国
立文
化
財
研
究
所
の
組
織
）

第一
条
　奈良
国
立文化
財
研
究
所
の
所
掌
事
務

を分
掌
させ
る
ため
左
の四
室
を置
く
。

美
術工
芸
研
究室

建
造物
研
究
室

歴
史
研
究
室

庶
務
室

（
美
術工
芸
研
究
室の
所
掌
事
務）

第二
条
　美
術工
芸
研
究
室に
おいて
は、絵
画
、

彫
刻
、工
芸
品
、
書跡
そ
の
他
建
造物
以
外
の

有形
文化
財
並
び
に工
芸技
術
に関
す
る調
査

研
究
並
び
に
その
結果
の
普及
及
び活
用
に
関

す
る
事
務
をつ
か
さ
ど
る
。

（
建
造
物研
究
室の
所
掌
事
務）

第三
条
　建
造
物
研
究
室
に
おい
て
は
、
建
造
物

に
関
す
る
篳
査研
究
並
びに
その
結
果
の
普
及

及
び活
用
に
関
す
る事
務
をつ
か
さど
る。

（
歴
史研
究室
の
所
掌
事
務）

第四
条
　歴
史
研
究
室
忙おいて
は、
考
古
及
び

史
跡
に
関
す
る調
査研
究
並
びに
そ
の
結
果
の

普
及
及
び活
用
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

るＯ

（
庶
務
室
の
所
掌
事
務）

第
五
条
　庶
務
寔
に
おいて
は、
左
の
事
務
をつ

か
さ
ど
る
。

一
、別
に
文化
財
保
護委
員
会
から
委
任
を受

け
た
範囲
に
おけ
る職
員の
人
事に
関
す
る

こ
とＯ

二
、公
文
書
類の
接受
及
び公
印
の
管
守そ
の

他
庶
務
に
関
す
るこ
と
。

三
、
経
費
及
び
収
入の・予
算
、
決
算
その
他
会

計
に
関
す
るこ
と
。

四
、
行
政
財
産
及
び
物
品の
管
理
に
関
す
るこ

五
、
職
員の
福
利
厚
生
に
関
す
るこ
と
。

附
　
　
　
則

こ
の
規
則
は
昭
和二
十
七
年四
月一
日
か
ら
施
行

す
る。

附
則（
昭
和二
十
九
年
六月
二
十
九
日
文化
財

保護
委
員
会
規
則
第一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和二
十
九
年
七
月一
日
か
ら
施

行
す
る
。

〕

一一

．｜．

（
昭
和
三
十
六
年
三
月
現
在
）

１　　　　　　　　　　　　庶　　　　　　研歴　　　　　　研建　　研美務所所
ｉ　　　　　　　　　　　　　務　　　　　　　究　　　　　　　　究造　　究術取長

室　　　　　　室史　　　　　　室物　　室
万;ｼ
扱事属

横渡横杉丹坂鈴紺住岩岡田田坪榧浅牛工鈴杉森長守小
石

田辺M?本阪口木野本本田中中井
本野川藤木山　谷田林田　氏

靖衆
宍敏信義康　辰次茂　　清jty　喜圭嘉信　川公　茂

子芳郎昭次尚子栄範郎弘琢稔足郎清幸章吉三蘊誠夫幽作名-
⌒　　　　　　　　⌒事研作自守雇同同文研同技同同文非研技技同同文技同文奈

務　究業動衛　　　　部究　術　　　部常究術術　　　部
術　部良　官

|補補員車　　　　　事員　補　　　技勤員補員　　　技
補　技国

佐⌒佐　運　　　　　　務⌒　佐　　　官人佐　　　　官佐　　官立
Ｉ員

悲員　転　　　　　　官非　　員　　　　大大員　　　　　　員　　　博
ｉ　昜　　丿　　　

係室茘　　　　　室
具　　　　ｔ　　室雲。

長長゙゛　　　　　長授立　　　　　長　　　長長－　　　　　　 －一
八/一丶八ららら八/⌒丶ｒ･､／‘ヽ ､八八八／‘ヽ ､八八ら八八／‘ヽ丶ら八／'｀･丶/⌒丶文写雑動写会警庶図事事古考考古同考建庭遺同同建庭遺彫工彫　担

車真　務書務務
運　　会資

一統文　　文
－－－こ －ヽノー－－－－－－－－－－こー－－こー－－
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