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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
も
開
設
以
来
も
う
九
年
経
っ
たa
そ
ん
な
に
永
い
歳
月
で
ー
な
い
が、

ち
ょ
っ
と
ふ
り
返
っ
て
み
る'Y六
こ
の
九
年
の
聞
に

案
外
多
く
の
調
査
や
研
究
を
し
て
い
る
の
に
驚
く。

そ
の
主
要
な
も
の
は
何
年
出
版
さ
れ
る
崇
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
(
既
刊
十
冊)
に
収
め
ら
れ

て
い
る
の
で、
そ
の
大
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が、
そ
の
他
の
も
の
は、

あ
る
い
は
そ
の
研
究
が
か
な
り
永
年
に
亘
っ
て
い
て、
ま
だ
発
表
の
機
巡
に

恵
ま
れ
な
い
と
か、

あ
る
い
は
そ
の
研
究
が
あ
ま
り
地
味
す
ぎ
て、
な
か
な
か
ふ
つ
う
の
出
版
物
と
し
て
出
し
難
い
と
か
い
っ
た
よ
う
な
理
由
で、
い
ま

な
お
各
研
究
室
に
ね
て
い
る
も
の
が
か
な
り
あ
る。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
等
の
こ
と
も一
応
は
い
ま
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
三
附
の
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
作

報
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が、

や
は
り
報
告
は
報
告
だ
け
の
こ
と
に
終
っ
て、
そ
の
ほ
ん
と
う
の
内
容
な
り
価
値
な
り
に
つ
い
て
は、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
世
間

に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る。

そ
こ
で
本
三
十
五
年
度
の
年
抑制
で
は、
い
ま
ま
で
の
各
研
究
室
の
報
告
を
も
う
す
こ
し
詳
し
く
す
る
と
共
に、

そ
の
一
部
を
ご
く
短
い
論
文
形
式
に
ま
と
め
て、

と
に
か
く
当
研
究
所
の
仕
事
の
大
様
を
な
る
べ
く
ひ
ろ
く、
わ
か
り
易
く
報
告
す
る
こ
と
に
し
た。
し

か
し
こ
れ
等
の
各
報
告
は、

な
ん
と
い
っ
て
も
ひ
じ
よ
う
に
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
苦
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら、
そ
の
実
際
の
制
査
で

は
ゅ
う
に
数
年
を
賀
し
た
よ
う
な
社
寺
の
こ
と
も、
た
だ
そ
の
社
寺
の
名
称
だ
け
を
か
か
げ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
多
く、

あ
る
い
は
そ
の
研

究
対
象
に
な
っ
た
社
寺
と
し
て
は
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が、

そ
れ
は
ま
た
他
日
を
期
し
た
い
と
思
うa

な
お
こ
れ
は
何
も
本
三
十
五
年
度
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が、

当
研
究
所
が
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
そ
の
他
の
調
査
な
り
研
究
な
り
を
お
こ
な
う

に
当
っ
て、

奈
良
の
一半
減
宮
跡
関
係
の
方
々
や、
ま
た
各
地
の
た
く
さ
ん
の
社
寺
関
係
の
方
々
に
心
か
ら
な
る
御
協
力
を
得
て
い
る
こ
と
は、
国
の
文
化

財
保
護
政
策
の
上
に
ど
ん
な
に
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
か
し
れ
な
い
と
思
う。
し
か
し
わ
が
国
の
文
化
財
の
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
る
か
ら、
な
お
今
後一
一回
の
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う。

ギ1，
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昭
和
ぬ
年
度
平
城
宮
跡
第
3・
4・
5
次
発
掘
調
査
概
要

古肴建
文
書古築

昭
和
お
年

度
に
お
け
る
特
別
史
跡
「
一半
城
宮
跡
一

の
発
掘

調
査
は

、

3
次
か
ら

5
次
に
及
ん
だ 。

第
3
次

調
査

は
‘

発
掘

調
査
事
務
所
建
設
予
定
地

の
調
査
で

、

4
月
1
日
か
も
5
月
比
日
に
わ

た
り
国
有
地
内

の
東
北
隅

の
地
点
幻
ア
l

ル

を
調

査
し
たe

第
4

次
調
査
で
は

、
通
称
一
条
通
り

の
北
側
で
第
2

次
調

査
地
域

の
東

側
に

あ
た
る
水
間
営・
印
ア
ー

ル

を
7
月
9
日
か
ら
四
月
初
日
ま
で
に

調
査

、
第
5

次
調
査
は
さ
ら
に
東
方
へ

進
ん
で

、
第
4

次
調

査
地
域
と
道
路

を
へ

だ
て

た

E・
印

ア
ー

ル
の
水
団
地
域

を
日
月
幻
日
か
ら
3
月
刊
日
に
わ

た
っ
て
調

査
し

た。

通
算

す
れ
ば

、
総
発
掘
面
積
当
勺
ア
ー

ル
、

調
査

日
数
回
O
日
と
な
る

。

第
3
次
調
査

現
場
事
務
所
娃
設
予
定
地
で
は

、
大
正
日
年

の
平
城
宮
跡
保
存
整
備
工
事

の
際

、

敷
地
東
辺
で

、
中

央
に
角
柄
穴

の
あ

る
方
6
m
の
鋭
灰
岩
小
磁
石

が
、

南
北
に
2

列
に
な
っ
て
5
個
発
見
さ

れ
て

い
る

。
し
か

し
磁
石

の
大
き
さ

が
極

め
て
小
さ

い

こ
と
、

そ
の
配
置

間
隔
も
狭

い
こ
と
な

ど
か
ら

、
こ

れ
が
ど
の

よ
う
な
建
物

の
遺

跡
で

あ
る
か
は
全
く
予
測
し
得
な
か
っ

た
。

今
回

の
調
査
は

、
こ

れ
ら

の
礎
石

を

再
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始

め
たe

そ
の

う
ち

の
最
南

の
磁
石
は

、
戦
時
中

の
固
有

地
内

の
耕
地
化

の
た
め
倣
域
さ

れ
た

ら
し

く 、

わ
ず
か
に
断

片
が
残
る
ば
か
り
で

あ
っ

た
が

、
他
は
よ
く

保
存
さ

れ
て

い
た。

そ
こ
で
こ

の
附
近

を
精

査
す
る
と
、

こ
れ

ら
の
礎
石
に
対

し
て

、
M
m
西
に
方
印
叩
の
凝
灰
岩
礎
石

の
据
え
つ
け
痕
跡

が
、

根
回
石

を
と
も
な
う
掘
り
か

た
に
よ
っ
て
5
個
所
発
見
さ

れ
た。

さ
ら
に

そ

の
随
2
m
に
は

、
綴
灰
岩
切
石
で
構
築
さ

れ
た

巾
叫
m
の
消

が
南
北
に
通
っ
て

い

た。

検
出

さ
れ
た
磁
石
跡
は
大
き
さ
も
か
な
り

あ
り
、

校
間
寸
尺
は
桁

行
約
4
m

間
隔
で

あ
る
か
ら
回
廊

の
如
き
も

の
と
考
え
ら

れ
、

西
方

の
溝
は
雨
務
滞
と
し
て

適
当
で

あ
る

。

す
る
と
さ
き

の
2
列

の
小
磁
石

を
中
心
に
し
て

、
現
在
道
路
と
な

っ
て

い
る
東

の
部
分
に
も
同
じ
よ
う
に
根
回
石

を
と
も
な
う
凝
灰
岩
磁
石
列
と
凝

灰
岩
切
石
海

が
あ
っ

た
と
考
え
ら

れ
た
が

、
あ
い
に
く
磁
石
列
に

あ
た
る
所
は

、

大
正
年

聞
の
史
蹟
保
存
工
事
で
作
ら

れ
た
周
滑
に
よ
っ
て
倣
地
さ

れ
て
お
り
、

雨

務
品川
は
道
路

の
中
央
に
当
っ
て
い
る

の
で

い
ず

れ
も

調
査
す
る
に
至
ら
な
か
っ

た。

こ
の
東
西

を
潜
で
限
り
、

基
壇
上

の
根
回
石

を
と
も
な
う
磁
石

を
回
廊

の
柱
石
に

あ
て

、
中
央
2
列

の
小
磁
石

を
築
垣

の
柱
石
と
み

れ
ば

、
「
年
中

行
事
絵
巻
賭
弓

の
図
」

に
み
る
よ
う
な
築
街一

の
両
側

を
廊
と

し
た
一

種
の
複
廊

が
怨
定
さ

れ
る。

す
な
わ
ち

、
梁

間
部
尺
(
け
m
)
桁
行
枝
問
寸
尺
日
尺
(
M
m
)

の
複
廊
で

、
普

通な

ら
ば
連
子
窓

が
連
続
す
る
棟
下
柱
通
り

を
巾
5
尺
稜
(
M
m
〉

の
厚
い
土
塀
と
し

た

形
式
で

、
築

垣
廊
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
も

の
で

あ
る。

こ
の
廊

の
西
で
は
3
椋

の
倒
立
校

の
建
物

を
発
見
し

た。

東
の
建
物
は

、
梁

間

2
聞

の
南
北
線
で

、
桁

行
は
南
よ
り

の
4

間
分

を
確
認
し

た
が
北
安
は

調
査

区
域
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外
に
延
び
て
い

て 、

全
宮沢

を
知

り

得

な

か
っ

た。

除
聞
は
3

m
の
等
閣
で・
め

る。

他
の

2
棟

は、

南
北
に
並

列
し
て
挫
て
ら

れ
た

7
間
×
4

問 、

9
間

×
2

聞
の
東
西
棟

の

必
物
で、

前
者

は
5
閣

の
身
舎

の
4
而
に
庇

を

も
つ

も
の
で

あ

る
。

こ
の

2
線

の
建
物
に
は

、

中
央
棟
下
辺
り

に
浅
く
小
さ
い

掘
立
粧

の
掘
り

か
た
が
企
の
っ
て

球
東

の
痕
跡
と

み
ら

れ、

と
も

に
床
張
り

の
建
物
と
推
定
し

た。

凶牝
は
残
存
す
る
柱
糠
で
は
径
お
m
ほ

ど
で

あ
る。

と
こ
ろ
で
掘
立
柱

の
掘
り

か
た
か
ら
見
る
と
、

こ
の

2
棟

の
建
物
は

、
最
初

桁

行
梁

行
と
も
に
3
m

等
聞

の
9

間
×
4
聞

の
雄
物

の
前
面
に

、
同
じ
柱
間

の
9
間

×
2
間

の
制
殿

を
配
置
す
る
計
四
で

あ
っ

た
と
み
ら

れ
る
が 、

北
の
建
物
で
は 、

東
西
両
端

の
掘
り
か

た
に
柱

を
た
て

た
形
跡
が
な
く
、

途
中
で
計
画

の
変
更
が

あお.� 2図 築 庖 回 廊

19 
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の
一
致

を
わ
さ
わ
ざ
乱
し
て
い
る
点
は
不
審
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
レ =

な
お
北

の

建
物

の
西
南
隅

の
掘
立
柱
捌
り

か
た
に
重
な
っ
て

、
そ
れ
以
前
に
掘

ら

れ

た

径

μ
守

派
さ
約
3
m

の
掘
穴
を
発
見
し

た。

内
部
に
何

の
施
設
も
残
さ
な
い
か

、

お
そ

ら
く
井
戸
と
し
て
掘
ら

れ
た

も
の
が

、
の
ち
に
建
築
に

あ
た
っ
て
刻
め
ら

れ

た
と
推
定
さ

れ
る。

発
見
逃
構

は
以
上

の
よ
う
で
あ
る

が、

こ
与
で
惣
い
起
す

の
は
昭
和
泊
年
1
月

の
一

条
道
路
下
追
跡

の
発
侃
で、

そ
の
際
来
四
に

の
び
る
2

時
期

の
い州
立
性
り
廊

と、

そ
れ
に
お
く

れ
た
時
期
に
造
枕
さ
れ

た
縦
灰
岩
磁
石

を
用
い

た
廊

の
発
見
で

あ
る・

こ
れ

ら
の
遺
構
に
つ
い
て
は
当
時

い
ず
れ
も
絞
廊

の
如
き
も

の
と
推
定
さ

れ、

宮
城

の
か
な
り

北
方

の
地
区
に
ま
で

、
大
規
棋
な
建
物

が
建
ち
並
ん
だ
こ
と

を
示
し

た
点
で、

大
き
な
成
県

を
収

め
た
の
で

あ
る

が
、

一

部
の
発
掘
だ
け
で

は

廊
の
区
幽

を
知
る
に
至
ら
な
か
っ

たω

と
こ
ろ

が
今
回

の
発
掘
結
阿部
か
ら
見
る
と

、

縦
灰
岩

を
周
レ

た
第
3
番
凶

の
遺
構
は
中

央
に
小
磁
石

が
あ

り
、

今
回
発
摘
さ

れ

た
築
垣
廊
と
全
く
同
様

の
規
校

を
も
っ

て
お
り
、

一

連
の
廊
と
考
え
ら

れ
る。

さ

ら
に
こ

れ
を
大
正
日
年
に
大
短
殿
西
北
方
約

5
0
m
で
発
見
さ

れ
た
類
似

の
小
磁

石
列
ゃ 、

大
極
殿
北
方
約
印
m

の
地
点
り
鋭
灰
岩
切
石
で
構
築
し

た
治
と
結
び
つ

け
る
と

、
東
西
約
戸
吋
印
m

・

南
北
約
M
M
O
m
ほ

ど
の
区
域

を
築
制一
回
廊

が
凶
っ

た
も

の
と
偲
定
さ
れ
る。

こ
の

よ
う
な
築
垣
回
廊

を
め
ぐ
ら
す
一
郭
と
し
て
は
平
安
官

の
内
裂

の
内
郭

が
知
ら

れ
て
お
り
、

そ
の
規
紋
も
こ
与

に
似
定
さ

れ
る
も

の
と
ほ

ど

類
似
し
て
い
る
か
ら、

こ
の
築
灼一
回
廊

の
め
ぐ
る
一

郭
を
不
城
山

の
内
裂
に
比

定
す
る
こ
と

が
出
来
る

の
で

あ
る@

そ
う
す
る
と
平
安
宮
内
装

が
朝
堂
院
東
北
方

に
位
置
し

て
い
る

の
に
対
し
て 、

平
城
宮
で
は 、

判
掌
院
の
正
北
方
二
す
十
援
し

て
内
装

が
位
置
す
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で

あ
る

ε

20 



WT
城
宮
跡
発
抑
制
査
機
製

人々
同
の
制
託
地

域
は
、

わ

ず
か
U
ア
ー
ル
で
あ
っ

た
が
、

川仇
起
さ
れ
た
問
題
は

は
な

は
だ
大
き
く
、

内
裂
の
一

山酬
を
必
定
す
る

に
aま
っ

た

従

米
内
以
と

考
え
ら

れ
て
い
た
の
は
今
凶
必
定
し
た
地
域
の

凶
側
で 、

朱
伝
大
路
の
疋γ
州 、

官山
域
の
[

度
中
央
に
あ
た
る

が、
そ
の

地
域
の

発
掘
調
査
は

行
わ

れ
て
お

ら

ず、
当
否
を
き

め

炊

い
。

従

っ

て

現

在

の

我

々

の

必

定

も

ご

く

小

純

聞

の

知

見

に

も

と

ず

く

の

で

あ

る

か

ら
、

決

定

的

な

こ

と

は

今

後

に

待

た

ね

ば

な

ら

な

レ
.

し

か

し
、

平

城

山

全
体
と
し
て
も
軍
裂
な
内
裏
の
位
置
を
解
明
す
る
た
め
に
は 、

こ
の
周
辺
の
今
後

の

淵

賓

が

よ

り
一

附

期

待

さ

れ

る

わ

け

で

あ

る
。

な

お
、

発

抑

制

査

事

務

所

は
、

治
椛
似
行
の
た
め
に

、

制
隙
に
あ
た
る
附
近
の
倒
立
れ
列
を
さ
け
て
佐
役
し
た

ハ
工

勝
圭
市〉

長(l -1 I話 句(l4 i大発í�l!地主主令:J;t

沼
4
・
5
次
調
査

調

査

地

域

は
、

通

称
一

ノナ

巡

り

の

北

側

士
、

節

2

次

制

査

地

以

の

市米

側

を

し

め
、

ψ1

城

杭

全

域

か

ら

み

る

と
、

キ

峠以
…Mんい

・中

仙

川似

の

汁

北

方

の

地

域

に

あ

た

り
、

前

述

し

た
よ
う
に 、
こ
与
は

ま
た
従

来
内
装
と

考
え
ら

れ
た
地

域
の
す
ぐ
北

に

位
向
す

る

制

査
間
引
は

叩
ア
l
ル
に
迷
し、

礎
盤
風
に
石
を
用
い
た
1
械
を
除
い
て
、

す
べ
て
州
立
杭
か

ら

な

る

辿
物
地
桝
を
お
線、

2

条
の
川
、

石
敷、

そ
の
他
出
来

物

処

恕

の

た

め

の

土

墳

な

ど

を

発

見

し

た
u

こ

れ

ら

の

辿

梢

は
、

以

低

3

回

に

わ

た
る

幣
地

作
業

主
示
す
土

肘
の

い
ず
れ
か

ら

も
検
出
さ
れ
、

各
々
の

土

川
に
お

い

て
も
上
下
に
重
複
し
あ
っ
て
い
る 。

そ
の
同
位
や
制
立
柱
制
り

か
た
の
重
な
り
な

ど
を
検
討
し
た
結
然 、

こ
れ
ら
の
遺
構
の
造
首
を
8
期
に
分
つ
こ
と
が
出
来
た

e

以
下 、
造MW白
期

ご
と

に
迫
桝
を
ま
と

め
、

順
を
お
っ
て
述
べ
る。

-
矧

調
査
地
域
の

中
央
や
与

北
よ
り
に 、

来
的
に
走
る
幅
約
1
m
の
浅
い
消

21 
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凶
の

あ
る

時
期

で
あ
る。

消
底
の
流
砂
は
わ
ず
か

に
認
め
ら

れ
る
程
度
で、

務
と

し
て
の
存
続
期
間
は
永
く

な
か
っ

た
で
あ

ろ
う 。

こ
れ

ま
で
の
調

査
地

域
内

で
は 、

こ
の
時
期

に
造
営

さ
れ
た
建
築
造
椛
は
検
出
し
て

い
な
い.

E
期
|
工
期
の
滞

を
埋
め
立
て

る
と
と
も

に、

第
5

次
調

査
地
域
の
東
半

に
厚

さ
5
m

程
度
の

土
盛
り

が
行
わ

れ
る・

こ
L

に
造
営

さ
れ
た
建
物
は
2
糠

あ
り 、

】
誌
は
9
間
×
2
閲
(
柱
聞
各
約
3
m
)
の
身
舎

に、

柱
間
約
3
m
の
廟
が
東
西
両

側
に
つ
い

た
南
北
械
の
建
物 、
Nom
は
梁
間
2
聞

に
桁

行
7
間
以
上(
枝
問
各
約
3

m
〉
の
南
北
線
の
建
物

で、

南
安
は
調
査
地
域
外

に
の
び
て

い
る.

そ
の
他

に、

約
6
m

を
へ
だ
て
L
並
行
す

る
南
北
方
向
2

列
の
柵

状
の
性
列
民
吋〈
柱
聞
各
約
3

m
〉
も 、

こ
の
期
の
も
の
か
も
し

れ
な
い。

M
期
|

調
査
地

域
の
北
よ
り

を
東
西

に
走

る
滋
】
訟
が
あ

る。

こ
の
溝
は
π
期

の
同
誌
建
物
廃
絶
後 、

wu
期
の

土
盛
り

以
前

に
掘
ら

れ
た

も
の

で
四

期
ま

で
存
し

地あれ 造そ り程り全をれ て
域る た 営 の が度厚域お 迄IVい
の 。 時 の 上な のさに 与 のj切る

が 石状た 並敷際大 くに 南 調期行商さ土10わ っ逃 |
京 敷 のWf: ベき を の 準近 端査でわに れ 盛cmた て 構 こ
西

走
Jコ
て
し、
。
が

れ
十土
第
2 
次
調

査
の
A 
群
の
石

敷
の
東
"^' 

22 
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の
延
長
に
あ
た
る
(
年
報
g
g
参
附)。

姥
物
迫
桃
と
し
て
は、

2
悶

(
柱
間
各
約
幻
m
)
〉ハ

5

間
(
柱
間
各
約
3
m
)
の
身
舎
に、

柱
間

約
M
m
の
府
が
南
北
に
つ

く
点
凶
株
の
辿
物

見
。

と、

第
5
次
調

査
地
域
で

検
出
し
た
が、

そ
の
主
要
郎
分
が
い処
方
の
制
査
地
域
外

に
延
び
る
2
械
が
あ
る。

NH
ω
は
南
北
Z
問
(
性
間
各
約
3
m
)

で、

ぃ県
西
に
長
い
越
物、
N
O
O
は
柱
間
3
m

の

胸
部
分
の
み
を
検

出
し
た
こ
と
に
な
る
が 、
現
状
で
は
姿
通
り
を
確
定
し
仰向
な
い
の

で、

似
の
方
向
は
き
ま
ら
な
い
。

第
5
次
制
査
地
域
で
は、
ほ
か
に
整
地
所
上
に
い
く
つ
か
の
不

規

則
な
形
を
し
た

土

墳
が
う
が
た

れ
て
レ

る 。

中
央

附
近
に

位

置

す
る
土
嫌
自由
は
い米
凶
約
4
m
南
北
約
6
m
深
さ

約
川
m
で

、

土

部
片 、
木
片、
自
然
逃
物
伝
ど
を
含
ん
だ
隠
さ
約
似
m
の
椛
砧
同

が
ほ
に
あ
る。

こ
こ
か
ら
後
述
す
る
木
簡
知
を
発
見
し
た。

V

則
16

第
4

次
淵
査
地
域
で
4

棟 、

第
5

次
調
査
地
域
で
4

線 、

計
8

棟
造
位
さ
れ
た

時
期
で

あ
る

。

ま
ず
H
2・

5
m-

Z
N

の
3

棟

は
安
を
揃
え
て
並
行
す
る
点
西
に
長
い
建
物
℃、

そ
の
北
京
に
あ

る

口
吋

は
南
北
に
長
い
。

す
べ
て
牧
間
約
3
m
、

終
間
2
間
桁
行

7
閣
の
身
舎
を
も
ち、

百
四
は
そ
の
南
北
両
側
に、
-
3
は
そ
の
西

側
の
南

よ
り
4
間
分
に

府
が
つ
く。

第
5
次
調
査
地
域
の
4

椋

N
O
U-
N
o
m-
N
H
ω-
M
O
H

で
は

東
西
2

間
南
北
7

間
(
牧
聞
各
約
3
m
)

の
N
O
U

他

物
の

ほ
か
は

、

そ
の

大
部
分
が
制

査
地
域
外
に

延
び
て

い
て、

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
.

こ
の
時
期
の
挫
物
は、

一

部
ほ
X

同
規

模
で

改
築
さ
れ
て
い
る

。

こ
の

改
築
に

伴
っ

て
、

H
コ

の

凶

23 
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の
4

械
は
こ
の
改
築
後

も、
そ
の
ま
L
存
続
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る 。

こ
の
ほ

か
に
口吋・
5A-
民自
の
3
棟

の
組

物
に

か
こ
ま

れ
た
地

域
に
大
き
な

土
抑制
区。

が
う

が
た
れ

て
い

る。
特
にH
コ

の
西
府

が
こ

の
土
綴

の
た
め
北
側
に

の

び
て
い
な

い
と

こ
ろ
な
ど

か
ら、
あ

る
い
は
池

で
は
な

か
っ

た
か
と

も
恩
わ
れ

る伺

身 間る物の し 査 の ・ !日l行í�段と さ ー -， -， -1Y- し 法 而南
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υ
m
の
南
踊
の
つ

く
京
西
一棟
の
地
物
で
め
る
が
、

他
が
す
べ
て
掘
立
柱
で
あ
る
の

に
対
し
て、

泌
さ
叩
m
科
度
の

抑
り
か
た
内
に、

約
川w
m
hm
の
上
而
の
平
ら
な
不

殺
形
の
石
を、

磁
絵
風
に
す
え
て
い
る
点
が
詑
訟
を
ひ
く。

】
由
戸

は
5
間一A
2
間

(
股
間
約
各
μ
m
)
の

身
舎
のい
米
凶
に
M
m
の

如
の
つ

く
南
北
械
の
他
物
で
あ
り、

円L

RV

E
N
は
5
間
×
2
間
(
性
間
各
約
2
m
)
の
身
舎
の

取
に
、

約
UM
m

の
・附
の
つ

く
南

北
棟
の
も
の
で
あ
る。

第
2
次
調
査
の
D
群
は
こ
の
則
の
も
の
で
あ
る。

四
期

川口
期
以
後、

第
5
次
調
査
地
域
全
域
に
わ
た
り、

.隠
さ
5
1
日
m
の
土

感
り
が
行
わ
れ
て
い
る。

こ
の
強
地
閣
を
切
っ
て、

南
北
に
1

列
に
な
ら
ぶ
住
間

約
3
m
の
郷
立
住
掘
り
か
た

お
ω
が
あ
り
、

制
査
地
域
内
で
は
日
間
分
確
認
し
た。

そ
の
聞
に
4
間戸
村
聞
各
約
3
m
)
×
2
間
(
柱
間
各
約
υ
m
)
の
南
北

棟
の

雄

物

M
g
が
あ
り、

5
間
(
柱
聞
各
約
2
m
)
×
2
問
(
住
間
各
約
3
m
〉
の
ボ
凶

椋
の
建

物H
g
も
・ぃ同
そ
ら
く
同
期
の
も
の
で
あ
ろ
う 。

さ
き
の
掘
立
柱
列
か
ら
間
約
日
m
の

純
聞
は、

日目
期
ま
で
一

一棟
の
挫
物
も
造
営

さ
れ
て
レ
な
い。

し
か
も
こ
の
純
聞
が
朱
雀
門
の
正
北
方
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と

と
考
え
あ
わ
せ
る
と 、

こ
の
部
分
が
第
4
次
調
査
地
域
の
砧
物
鮮
と
第
5
次
調
査

ぷ』
同州
山川口
跡
発
阿川
淵
伝
統
市vh

第91到 �I・戸枠の.m:十j.

地
域
の
他
物
税
の
聞
を
仕
切
る
道
路
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
来
た
の
で
な
い

か
と
湾
え
ら
れ
る 包
こ
の
地
域
に
阻
矧
に
な
っ
て
初
め
て
雄
物
の
造
釈
が
行
わ
れ

る
と
化ハ
に

、

川棚
が
作
ら
れ
た
こ

と
L
は
無
関
係
で
あ
る
ま
い。

な
お
第
4
次
制
査
地
域
凶
南
部 ・
分
か
ら
第
2
次
調
査
地
域
南
平
に
か
け
て
、

3

・肢
椛
土
が
な
さ
れ
て
い
る。

こ
の
様
土
の
上
に
尚
俊
也
何
さ
れ
た
も
の
は
今
回
の

調
査
地
域
内
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た 。

先
に
述
べ
た
川
列
及
び
他
物
と
こ
の
盛

土
と
の
時
間
的
な
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が、

備
土
以
後
も
存
続
し
た
ニ
と
は
儲

か
で
あ
る。

第
2
次
調
査
の
E
-

F
・
G
鮮
が
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る。

四
則

川
矧
の
建
物
と
棚
列
の
う
え
に
土
探
を
多
民
に
含
ん
だ
椛
積
附
の
あ
る

浅
い
燐
を
検
出
し
た。

こ
れ
と
同
時
期
と
み
な
し
得
る
治
械
は
な
い
。

た
x
V
期

の
井
戸
回
目
∞
は
こ
の
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、

四
期
を
あ
ま
り

へ
だ
た
ら
ぬ
こ

ろ
に
枠
組
の
4
段
目
以
上
を
と
り
は
ら
い
、

4
木
の
削
位
と
2
段
以
上
の
胴
民
か

ら
な
る
仰
の

外
に
側

板
を
立
て
な
ら
ベ

た、

内
法
約
l
m
程
度
の
も
の
に
改
造
し

て
い
る

。

な
お 、

こ
の
井
戸
の
枠
材
に
は 、

一

部
に
長
押 、

僚
な
ど
往
物
の
古
材

が
転
用
さ
れ
て
い
る 。

こ
れ
ら
の
追
椛
に
と
も
な
っ

た
迫
物
に
は、

木
筒、

木
際、

漆
製
品、

土
然、

瓦
類 、

自
然
造
物
な
ど
が
あ
る 。

木
簡
は、

そ
の
他
の
造
物
と
共
に
即日
期
の
土
繍
N
E

か
ら
検
出、

細
片
を
含
め

て
沼
点、

う
ち
一大
平
宝
字

六ヰ
銘
の
も
の
3
点、

M
5
年
銘
と
推
さ
れ
る
も
の
1

1M
が
あ
る。

木
間
は、

記
松
内
容
か
ら
推
定
し
た
用
述
と、

形
態
か
ら
考
え
ら
れ

る
使
用
方
法
が
一

致
し
て、

次
の
3
制
に
分
け
ら
れ
る。

(
A
)

物
資
の
支
給
を

求
め
る
前
求
文
書
で 、

短
附
形
の
木
材
を
用
い
て
い
る 。

(
B
)

諸
国
の
制
の
輸

物
に
つ
け
ら
れ
た
荷
札
で

、

上
下
端
の
た一
布
に
切
紙
き
を
つ
け 、

そ
の
部
分
で
紐

25 
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が
け

し
た

も
の
と

、
下
端
を
尖
ら
せ

た
も

の
L

2
税
が

あ
る

。
こ
れ
は
貫
道
ま

た

は
保
管
に
さ
い

し
て

の
包
装
方
法

の
違
い
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら

れ
る

。
(
C
〉

前
の
2
積

と
は
異
っ
て
い
る
が

、
原
形
が
不
明
で

、
落
書
風

の
内
容

の
も

の
や
万

葉
仮
名
で
記

し
た

も
の
な

ど
が
見
ら

れ
る

。
こ

の
ほ

か
に

、
木
簡

の
削
り

屑
が
相

当
数
み
ら
れ

、
紀

年
銘

の
あ

る
も

の
も

あ
る

。
こ

の
削
り

屑
の
存
在
や

、
そ
の
他

の
造
物

の
泊
存
状
況

か
ら
み
る

と
、

こ
の
木
間
を

出
土

し
た

土
械
は

、
比
較
的
短

期
間
に
用
い
ら

れ
た

当
時

の
ご
み
す
て
場
で

あ
っ

た
と
考
え
ら

れ
る

。

土
器
類
は

、
施
制
陶
器

、
須
恵
器

、
土
師
器

の
3
聴
で

あ
る
が

、
土
師
器
が
最

も
多
量
で

、
胞
糊
陶
器
が
微
誌
で

あ
る
こ

と
、

掠
形
も
杯

、
純

、
m

の
類

の
供
眼

形
態

の
も

の
が
多
い
こ

と
な

ど
は

、
こ

れ
ま
で

と
同
様
で

あ
る

。
こ
れ
ら

の
土
器

類
は

、
木
簡
に
伴

出
し
た
一
都
や

、
m

期
の
遺
構

の
土
器

の
よ
う
に

、
使
用
年
代

に
一
つ

の
規
準
を
与
え
る

と
共
に

、
8
世
紀
後
半

か
ら
9
世
紀
に

か
け
て

の
編
年

的
研
究
を

、
一
歩
前
進
せ

し
め

る
基
本
資
料

と
な
る
も

の
で

あ
る

。

な
お
土
川
県怖
に
叫忠
告

の
あ

る
も

の
が
数
点

検
出
さ

れ
た

。
そ
の

う
ち
に
は
写
経

字
風

の
述
筆
で
「
弁
椀
勿
他
人
者
」

と
、

「
弁
拍
勿
他
人
取
」

と
か
い

た
杯
形
土

器
が

あ
っ

て
、

土
器

の
用
法
を
示
唆
す
る
興
味

あ
る
も

の
が

あ
る

。

木
器
に
は
箱

、
匙

、
山
物

の
底
板
な
と
が

あ
り
、

そ
の
他
漆
塗
り

の
網
状
製
品

、

桧
皮

、
木
氏

、
そ
れ
に
く
る
み
ゃ
藤

の
笑

の
サ
ヤ
な

ど
の
自
然
遺
物
が

出
土

し
て

い
る

。
瓦
類
に
は
特
に
著

し
い
も

の
を
み
な
い
が、

m
l
w
期

の
聞
に
行
わ

れ
た

土
感

り
の
な

か
か

ら
、

厚
手

の
培
を
数
十
個
一

群
で
発
見

し
た

こ
と
は

、
こ

の
程

の
坊

が
m

期
以
前
に
さ

か
の
ぼ
る
こ

と
を
示
す
点
で
重
要
で

あ
る

。

以
上
部

年
度

の
発
掘

調
査
に
よ
っ

て
明
ら

か
に
な
っ

た
点
を
要
約
す
る

と
、

に な ら
よ 二間
つ 、 題 こ
て 第 を の
， 4 残 地

造 ・ し 区
構 5 て の
が 次 い 築
来 謝 る 垣
西 査 。 廊

2 の に

!? 禁 罪
分 、 す

れ 両 る
て 調 時
い 査 期

た 地 の
と 域 性
汚 の 絡
え 中 に
ら 央 つ霊29 調れ お な 和 内 あ れ こ 出か 内 こ た29 出

れ に い 後年 査 る く く 銅裏 る て の し し 裂の 造年し ー
め て が度 地 。 れ 、 造と か造 築 た 、 と 築 構 度た
る は 認 の 域と た む 'n5;し ら 営国 辿 昭 :J1�垣 と の 築 第

* 道 、 め よ 内 は も し 当 て 、 さ !郎椛 和 定 回 一 調垣 3
1-'ì' 路 将 ら う で い の ろ初] も こ れ がの29 さ 廊 述査 廊 次

の ま 来 れ な は え と そ の 、 のた最 う ilô れ の の で は調
j也た に なi也 、 今 考 れ も そ ー も も ち 度 る ー も 検 、 査
域'1 大 い 桃l昭 回 え よ の れ 事1\の お で に 。 郭 の出昭 で
は有111 き かの 和 の ら り で は を で く は検 し は で し 和 検
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一

部
し
か
調
査
し
て
い
な
い
が、

木
簡
の
出
土
に
よ
り、

こ
の
あ
た
り
に
宮
内
省

の
食
料
を
つ
か
さ
ど
る
大
膳
臓
や、

大
炊
祭
に
か
L
わ
り
あ
る
砧
物
が
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ、

ブ
ロ
ッ
ク
単
伎
に
ま
と
ま
っ
た
官
庁
の
雄
物
株
と
い
う
点
で
は、

平

安
宮
古
図
と
も
符
合
し、

内
装
の
位
置
の
問
題
と
も
か
L
わ
り
を
も
っ
。

一平
成
宮
跡
発
間協
調
伝
統
要

.，

 

••.

 

E・・0蒲

一
二、

さ
ら
に
丙
詳
の
組
物
を
み
る
と、

以
よ
り
す
な
わ
ち
市
城
引
の
中
軸
総
に

の
っ
た
道
路
ぞ
い
ほ
ど、

身
舎
の
両
側
に
腐
を
つ
け
た
も
の
が
多
く、

同
に
い
く

に
従
っ
て
片
・阿
の
縫
物
か
ら、

さ
ら
に
身
舎
だ
け
の
簡
単
な
も
の
に
な
る
傾
向
が

あ
っ
て、

dr
而
椛
成
の
上
か
ら
一

昨
の
縫
物
が、

用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ

て
い
た-」
と
を
考
え
さ
せ
る。

ま
た、

こ
の
よ
う
な
雄
物
掛川
と、

第
3
次
調
査
地

域
の
内一
一以
の
挫
物
と
かし
比
絞
す
る
と、

内
一以
建
物
で
は、

入
母
屋
造
り
の
休
張
の

他
物
が、

そ
の
前
而
の
細
雌
風
の
挫
物
と
七
ツ
ト
に
な
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
て、

宵
簡
の
他
物
鮮
よ
り
は
一

段
と
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
惟
定
さ
れ
て、

こ
与
に
も
ま
た
両
地
域
の
雄
物
静
の
性
格
の
迎
い
を
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る。

第
四
に
上
け
ら
れ
る
こ
と
は、

木
間
の
発
見
で
あ
る。

こ
の
木
聞
は、

そ
れ
に

伴
っ
た
遺
構
や
造
物
の
笑
年
代
の
一

点
を
示
し
て、

追
跡
の
問
時
分
類
に
決
定
的

な
役
割
を
以
す
点
で
も
屯
史
な
こ
と
は
勿
冶
で
あ
る
が、

そ
れ
に
も
ま
し
て、

こ

れ
ま
で
知
る
こ
と
の
山
来
な
か
っ
た
平
城
況
の
宮
廷
生
活
の
一

端
を
示
す
資
料
と

し
て、
一
品
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い。

調
査
の
結
山市
明
ら
か
に
な
っ
た
迫
構
と
泊
物
に
は、

な
お
多
く
の
問
題
を
含
ん

で、

こ
れ
か
ら
の
研
究
に
待
つ
と
こ・
つ
が
多
い
が、

そ
れ
に
し
て
も
そ
の
性
絡
と

年
代
に
一

応
の
目
速
を
得
た
こ
と
は、

今
後
の
制
査
に
と
っ
て
大
き
な
成
以
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う。

な
お
節
5
次
調
査
中
に、

本
調
査
行
手
以
来、

市
に
陣
頭
で
指
弾
を
と
ら
れ
た

所
長
藤
田
克

簾先
生
が、

に
わ
か
に
不
婦
の
容
と
な
ら
れ
た。

今
後
先
生
の
志
を

体
し
て
澗
査
に
柑
逃
す
る
こ
と
を
期
し
た
い。

軒 瓦�m凶

(
坪

井

山川

足
・

問

中
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頭

塔

の

実

測

調

査

を

了

え

て

て

調

査

の

経

緯

奈
良
市
高
畑
町
(
似
石)

に
あ
る
火
蹴一
矧
塔
に
つ
い
て
は、

叫
に
多
く
の
研
究、

殊
に
そ
の
彼
原
的
研
究
が

公
表
さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
研
究
の
線
本
を
な
す
と
思

わ
れ
る
笑
側
方
法
と、

出
来
上
っ
た
実
測
図
は
必
ず
し
も
満
足
と
は
言
え
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る .
そ
の
原
凶
は
何
分
に
も
地
形
が

急
峻
で、
テ
ー
プ

を
水
平
に
引

く
こ

と
が

困
難
で
あ
っ
た
か
ら、
従
来
通
り
の
テ
l
プ

使
用
の

一半
以
測
量
が
不
向

き
で
め
っ
た
こ
と、
レ
ベ

ル

や
ト
ラ
ン
シ
ツ

ト

を
佼
周
す
る
場
合、

そ
の
似
慣
を

頻
繁
に
移
動
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
な
ど
の

.必
条
件
が
軍
な
り

合
っ
て
い
る
の
が
情

な
原
因
か
と
忠
わ
れ
るe
一
四
搭
の
保
存
や
今
後
の
研
究
の
た
め
に
も
紛
密
な
笑
測

図
を
作
っ
て
置
く
こ
と
が
必
要
で
め
る
と
各
方
聞
の
必
い
要
望
も
あ
っ
た
し 、

こ

の
淵
査
に
は 、

私
自・
身
異
常
な
興
味
を
感
じ
て
い
た
の
で

、

昭
和
お
年
四
月
は
じ

め
か
ら、
日
月
下
旬
に
か
け
て 、

ひ
た
す
ら
そ
の
測
践
に
従
中
し
た 。
そ
の
区
域

は
東
西
犯
m
、

南
北
必
m
、

そ
れ
に
東
南
附
に
於
け
る
市
水
通
に

聞
か
れ
た
南
門

か
ら
の
登
り
U
と、
並
川
邸
回
裏
側
か
ら
の
通
路
附
近
を
含
め
て
合
計
間
約
50

M
の

全
区
滅
を
削
琵
し
た 。

縮
尺
を
上
印 、

お
仏 、

十わ
峰

、
石
碑
は
勿
論
の
こ
と 、

m
m
以
上
の
敷
石 、
石
階
段 、
転
泊 、
自
述
m
m

以
上
の
樹
木
等
の
位
置
を
図
示

し
た。

石
や
木
の
な
い
部
分
と
い
え
ど
も
地
形
の
変
化
に
富
む
餅
所
に
つ
い
て
は

1
乃
至
2
m
怖
に
測
点
を
設
け
た。

測
点
の
合
計
約
己
。
。
点、

測
点
旬
に
海
抜
高

建
造
物
研
究
室
・

遺
跡
庭
園

28 

を
求
め

、

等一
両
線
は
印
m
叫
に
切
っ
た ε

(
第
1

図
A
-

・ま
た
先
制
凶
は
単
に
一平

而
図
だ
け
で
な
く 、
一
ゐ
仏
を
通
処
に
配
置
し
た
一政
塔
の
性
格
を
明
か
に
す
る
手
助

け
と
も
考
え、

訂
仏
の
配
列
状
態
ゃ、

個
々
の
大
き
さ、

形
状、

石
然、
.
h
碑、

一ふ
桜、

f引
隣
段、

銀
出
し
て
い
る
敷
山、

松
一心
な
ど
の
配
凶
状
態
を、

東
南
向
北

山
方
而
か
ら
の
立
而
悶
(
第
1
図
B
・

C
)

に
記
入
し
た円

次
に
山県
大

此寸前
当
次
第
(
問
書
類
従
木)
に
よ
る
一
御
考
の
朱
街
の
米一
の
土

地
が
こ
の
顕
地
に
相
当
す
る
も
の
ら
し
い
よ

と、
ぃ米
大
寺
要
録
中
に
見
え
る
「
新

{註2】
楽
師
寺
西
野
の
地」
又
は
「
石
広
一

が

そ
れ
に

相
当
す
る
も
の
ら
し
い
と
の
従
来

の
批
定
の
是
非
を
検
討
す
る
た
め
に
、
-
矧
塔
の
中
心
部
(
筑
丘
状
地
形
の
ほ
ぼ
小

品〈
部
=
∞・

8
に
他
つ
丘
橋
地
の
凶
山山)

か
ら 、

ト
ラ
ン
シ
ツ
卜

を
使
用
し
て 、

新

必剤
師
寺
(
現
花
本
作品)

京
大
寺
(
現
在
の
大
仏
殿
)一
バ
興
寺
(
現
在
駅
楽
幼
本
堂)

の
方
位
角
を
測
定
し
た 。

そ
れ
と
川
時
に
従
来
行
っ
て
米
た
い以
大
寺
旧
域
内
ゃ 、

飢ハ
悩
寺
川
境
内
を
合
む
奈
良
公
凶
主
安
部
分
の
災
削
似
(
方
位
角
及
び
災
長
)

と

を
照
合
し
て
い米
大
寺
大
仏
殿
及
間
搭
の

中
心
部
と
の
出
線
距
縦 、

興
一抑
止寸
五
重
熔

と
の
似
底
的
相
互
関
係
な
ど
を
算
出
し
て
見
た 。

ま
た
こ
の一
m
wm
を
築
造
す
る
際 、

在
米
地
形
に
如
何
ほ
ど
ま
で
順
応
し
得
た
か
を
知
る
た
め
に、
一
以
w府
間
近
か
ら
荒

池 、

総
伽
山
台
地
一

線
に
か
け
て
の

地
形
笑
捌
図
(
縮
尺
五
百
分
の
一

)

を
作

製

す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、

こ
の
説
法
の
法
盤 、
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
知
サ
、

感
土
切
取
な
ど
工
事
中
に
移
動
さ
れ
た
土
品
の
算
出
を
も
試
み
た
の
で
あ
る。
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一一 、
石
仏
な
ど
の
方
位
的
配
置

石
仏
の

配
列
状
態
を
示
す
場
合 、

も
し
そ
れ
ら
が

秩
序
よ

く
配
置
さ
れ
る
た
め

に
は 、

南
北
及
び

東
西

方
向
の

主
軸
線
の

検
出 、

そ
の

主
軸
線
の

交
点
に

於
て

主

軸
線
と
一

定
の

角
度
を
も
っ

て

交
る
則

軸
線
が

あ
る
か

ど
う
か

、

若
し

あ
る
な
ら 、

そ
の

角
度
は
ど
の

よ
う
で

あ
る
か

、

と
い

う
こ

と

を
確
か
め

る
必
要
が

あ
る 。

頭

塔
の

頂
上
で

、

し
か

も
ほ

ぼ

中
心
と
思
わ
れ
る

位
置
に

建
つ

五
輪
塔
が

後
世
の

設

置
と
考
え
ら
れ
る
の
で

、

こ

れ

を
単
純
に

中
心

点
と
き
め
て

か
か

ら
ず 、

ま
づ

そ

の

北
側
斜
面
最
上
段

、

三

段
目 、

下

段
の

中
央
に

並
ぶ

三
つ
の

石
仏
と 、

南
側
斜

而
の

三

段
目
及
下

段
中
央
と

に

配
列
さ
れ
る
石
仏
群
の

中

心

を
結
ん
で

直
線
(
南
北
線
)

を
引
い
て

見
た

。

す
る
と
そ

れ
は
一

応
五

輪
地
の

中
心

を

横
切
る
の
で

、

こ

れ

を
南
北

主
軸
線
で

あ
ろ

う
と
推
定
し

た
。

そ
こ
で
こ
の

直
線
上
に

ト
ラ
ソ
シ
ツ

ト

を

据
え
て

、

そ
の

方
位

角
を
測
っ

て

見
た

と
こ

ろ 、

そ
れ
は

磁
北
か

ら

9

度
目

分
羽

秒
だ
け

い県
(
時

計
方
向
)

に
ふ

れ
て
い

る
こ

と
が

わ
か
る
が

、

し
か

も
そ

第 2 図 M塔南北主III点線上より東大寺大仏殿を望む

の

望

遠
鏡
の

視
野
の

真
中
に

大
仏
殿
の

大
練
中
点
が
窪
ま
れ
る
か

ら 、

頭
塔
の

南

北
主
軸
綿
は

い米
大
寺
(
殊
に

大
仏
殿
)

を
意
識
し
て

設
定
さ
れ
た

も
の
で

あ
る
こ

と

を
確
知
す
る
こ

と
が
で

き
た
(
第
2
図) 。

次
に

東
西
の

主
軸
縦
で

あ
る
が

、

一米
側
斜

而
の

最
上
段 、

二

段
目 、

三

段
目
に

は

石
仏
は
一

つ

も
な
く 、

そ
の

下

段

・中
央
に

唯
一

一個
残
っ

て
い

る
に

す
ぎ
な
い

。

そ
こ
で

西
側
斜

而
に

於
け
る

最
上
段
と 、

下

段
中
央
に

あ
る
こ
つ

の

石
仏
の

・中
心

を

結
ん
だ
斑
線
を

作
っ

て

見
る
と 、

幸
な
こ

と
に
は

東
側
面
下
段
中
央
の

石
仏 、
か

そ
の

直
線
上
に

含
ま
れ
る
の
で

、

こ

れ

も
一

直
線
上
に

あ
る

も
の

と
見
て

よ
い
で

ホγっ、
っ 。

と
こ

ろ
で
こ
の

高
線
の

方
位
角
で

あ
る
が

、

一

見
五
輪
場
の

中
心

を
巡
り 、

南

北
主
軸
線
と
直
交
す
る
か
の

よ

う
に

思
わ
れ
る 。

け
れ
ど
も
実
は
五

輪
塔
の

中
心

ー

(註3}

か

ら

おm
だ
け

南
に

寄
っ

た

位

置
で

交
叉
し

、

南
北
主
軸

総
と
は

凶
か

ら
見
て

邸

度
加
分
だ
け
傾
く 、

即
ら

直
角
と
1

度
初
分
ふ

れ
て
い

る

勘
定
に

な
る @

次
に

両
主
軸
線
以
外
の

も
の
に
つ

い

て

観

察
し
て

見
る
と
そ
れ
ら
の

配
列
も
決

し
て

無
秩
序
で
は
な
い

。

即
ち

山川
地
又
は
せ
り

出
し
た

土
刷機
の

影
山積
に
よ
っ

て

明

か
に

旧

位
置
を
変
え
た

と
見
ら
れ
る

南
面
三
段
目
京
容
の

も
の

、

同
じ

く
下

段
西

側
前
方
寄
り
の

も
の

、

凶
側
下

段
南

寄
の

も
の

の

三
個
は 、

ど
れ

も
少
し

く
旧
位

置
女

動
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が

、

そ
れ
以
外
の

も
の

、

即
b

、

南
側
二

段
閉

来

得
の

も
の

、

西
側
下

段
北

帯
の

も
の

な
ど
は

、

ど
れ

も
主
軸
線
と 、

幻

度
半
(
四

分
の
一

直
角)

だ
け
ふ

れ
た

直
線
上
に

来
る

。

こ
の

直
線
を
私
は

剖
軸
線
と
名
づ

け
る

。

先
に

触
れ
て
お
い

た
よ
う
に

、

J1
や

移
動
し
て
い

る
と
恩
わ
れ
る
三
個
の

石

仏
も 、

こ

れ
と
対
応

す
る

剖
軸
線
上
か

ら
少
し

く
ど
ち

ら
か
へ

移
動
し
た
に

す

ぎ
な
い

も
の

と
見
て
よ

さ
そ
う
で

あ
る 。
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三
、

石
仏
な
ど
の
垂
直
的
配
置

次
に
霊
前
的
配
列
状
態
合
見
て
行
こ
う。
ド米
側
己目
03ロ
と
南
側
戸】0・
S
5〕

の
れ以
下
段
の
石
仏
の
み
が
海
抜
ごH
ヨ
を
前
後
し
て、
ほ
ぼ
州
う
と
見
て
よ
い
か、

あ
と
は
以
上
段
も、
二
段
以、
三
段
口
も
何
れ
も
不
揃
い
で
あ
る。
例
え
ば
北
側

に
於
て
は.
下
段
戸H・Mm
B二ニ
段
M
戸ω・印
ヨ
(
二
段
目
倣)
最
上
段
己∞・0
3
で

あ
る。
凶
側
は
主
軸
線
に
於
て
下
段
=
子
台回、
三
段
目
と
二
段
目
紙、
れ以
上
段

HH叶・∞印
ヨ
で
あ
る。
南
側
は
下
段HHH-CO
B-
三
段
凶
戸ω
M
ヨ、
二
段
回
(
中
山火

以
南
点
側
で
代
川}
HHm・0
5、
最
上
段
欲、
ド米
側
は
下
段
戸】・
8
5
で
あ
る。
又

同
じ
段
に
つ
い
て
測
定
し
て
見
る
と、
南
側
の
が一
番
に
高
低
が
不
揃
い
で、
節

三
段
μ
の
以
南
側
の
は
己ω・
8
5
で
あ
り、
下
段
の
主
軸
紘
よ
り
や
や
凶
側
前
方

に
あ
る
の
は、
小
品〈
の
石
仏
よ
り
は
吏
に戸-MO
B
も
低
レ
HOU-∞
ヨ
以
下
に
あ
る

と
い
う
状
態
で
あ
る。
又
西
側
の
は
二
段
目
三
段
凶
を
倣
く
が、
そ
の
下
段
の
南
得

の
は
ニ
日
目
言、
北
計
の
は
己H・
8
ヨ
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
各
段
は
同一
平
耐

上
に
は
な
く、
土
山
れ
の
た
め
大
き
く
移
動
し
て
い
る
ら
し
い
こ
似
の
石
仏
は
例

外
と
し
て、
各
斜
面
に
於
け
る
石
仏
の
配
列
に
は
ほ
ぼ一
定
の
秋
序
が
あ
る
よ
う

に
鋭
祭
さ
れ
る@
即
ち、
ぃ米
側
は
下
段
中
央
の
ゐ
仏一
個
し
か
存
在
し
な
い
の
で

不
明
と
し
て
も、
其
他
の
南
西
北
の
各
斜
面
の
各
段
は、
そ
の
上
下
の
間
隔
がM

旧日
5
(
約
7
尺
4
寸〉
何
に
段
を
設
け
て
通
路
と
し、
そ
こ
に
仏
飢
の
よ
う
に
配

列
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

凶 、

石
塔 、

石
碑
及
び
出
土
石
柱
残
倣
な
ど

一ゐ
塔
で
は
最
も
古
レ
も
の
で
も
鎌
倉
時
代
元
久
3
年
三
呂田)

以
w引
の
実
測
調
併
を
了
え
て

の
銘
文
の
あ

る
も
の
ぐ
ら
い
で、
南
側一卜
段
中
山〈
ゐ
仏
雨
前
回
の
五
輪
地
が
そ
れ
で
あ
る。
古

た
顕
犠
頂
上
の
も
の
で
も
そ
れ
よ
り
は
古
い
も
の
で
は
な
く、
お
そ
ら
く
江
戸
時

代
初
期
く
ら
レ
の
も
の
で
あ
ろ
う。
従
っ
て
石
塔
の
類
は
ほ
と
ん
ど
中
山
以
後
の

創
造
に
か
か
る
も
の
の
よ
う
で
あ
るε
と
こ
ろ
が
放
川
市
尚
氏
所
肢
に
か
か
る
石

造
物
が
こ
の
土
地
点
側
入
U
即
ち
(
以
下
段
附
近)
か
ら
掘
り
山山
さ
れ
た
'も
の
と

伝
え
ら
れ
る
も
の
で、
こ

のお
造
物
に
つ
い
て
判
明
し
た
こ
と
を
記
そ
う。

こ
の
わ
造
物
の
質
は一
粧
の
凝
灰
岩
で
松
杏
ゐ
と
呼
は
れ
る
も
の
に
制相
似
し
て

い
る。
現
犯
は
破
損
し
て
二
個
に
な
っ
て
い
る
が、
そ
の
一
つ(
似
に
a
と
す
る)

の
両
さ
は
包・印n
s、
も
う一
つ
(
似
に
b
と
す
る)
は
高
さ
お
m
あ
る。
a
の
断

耐
は
長
後
(
対
以
内)
m
m、
一向
径
四
m

で
ど
の
部
分
を
と
っ
て
見
て
も
や
や
制

干
の
六
灼
形
で
あ
る。
b
の
断
而
は
長
径
げ
m
仰い
し
そ
の
う
ち
の
こ
而
だ
け
は
正

し
く
品川
伎
を
な
さ
ず、
そ
の
二
耐
の
底
辺
で
あ
る
さ
し
わ
た
し
日
m
の
外
側
の
断

而
は、
半
経
u
m
の
円
弧
を
な
し
て
い
る。
ま
た
こ
の
鈍
い
山
而
に
は
凹
凸
が
あ

り、
人
川
の
如
き
も

のが
見
え
る
が
確
か
で
な
い.
こ
の
よ
う
に
a
の
上
半
削
を、

b
の
下
半
却
の
断
川・
叩
ら
内
角
が
同一
角
度
で
は
な
い
が、
a
を
下、
b
h定
上
に

し
て
重
ね
合
わ
せ
る
と
う
ま
い
工
合
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
の
合
計
し
た
古川
さ

が
6
m

と
な
る
の
で、
明
か
に
元
は一
つ
で
あ
っ
た
石
机
の一
部
が
折
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
さ
て
こ
の
石
住
が
何
で
あ
る
か。
一
見
b
の
上
端
に

は
二
段
の
く
び
れ
が
あ
り、
上
方
部
に
行
く
に
従
っ
て
す
ぼ
ま
っ
て
い
る
こ
と
か

ら、
石
造
の
古
塔
の
相
輪
で
は
な
い
か
と
見
る
人
と、
発
見
さ
れ
た
そ
の
位
置
か

ら
一言
っ
て、
塔
を
か
こ
む
節一
の一
部
に
設
け
ら
れ
た
石
の
門
柱
の
先
端
部
で
は
な

い
か
と
言
う
人
も
あ
る。
鈍
い
曲
而
は
光
線
の
当
て
方
に
よ
っ
て
は、
か
な
り
は

っ
き
り
と
凸
凹
が
見
ら
れ
る
が、
そ
れ
が
果
し
て
何
な
の
か
今
の
と
こ
ろ
全
く
見
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当
が
つ
か
な

い
。

次
に

土
塔
の

外
側
に
あ
る
石
仏
で
あ
る
が
、

そ
の

う
ち
で
比
較
的
来
名
な

の

は
、

南
側
清
水
町
通
に

開
か
れ
た
南
門
を
入
っ

て
、

す
ぐ
布

手、

右
階
段
の

去
り
口

脇

の

小
河
内
に

あ
る
弥
陀
と
地
蔵
の

立

像
を
半
肉
彫
で

並
列
し
た
鎖
国
形
の

双
仏
石

〔絞5}

で

あ
る。

倣
の

燭
聞
を
方
形
に

彫
り

凹
め
、

縁
辺
に

彫
銘
が

あ
る
が
、

そ
の

造
顕

年
代
は
は
っ

き
り
し
な

い
。

五

数

石

奈
良
の

消
水
泡
か

ら
南
門
前
に

あ
る
石
階
段
ゃ、

銀
川
邸
裂
か
ら
の

ぼ

る
通
路

に
あ
る
石
階
段
な

ど

は
、

明
ら
か
に
後
世
の

築
地
に
成
る
も
の
で

あ

る

う
が
、

一
四
塔
の

四
周
に

め

ぐ
ち

さ
れ
た
平
坦
な

部
分
に
銀
出
し
て
い
る
敷
石
は

当
初
の

も

の

と
関
係
が

あ
り

そ
う
に

恩
わ
れ
る
・

塔
を
形
成
し
て
い

る
四
而
の

傾
斜
地
の

う

ち
、

そ
の

京
商
隅、

西
南
隅
と、

そ
し
て
い泉
北
隅
の
一

郎
分
に
、

土
砂
の

胤
決
し

た
部
分
が
見
出
さ
れ
る

が
、

そ
の

他
は
抗日
と
あ
ま
り

ひ

ど

く
変
化
し

て
い
な

い
と

思
わ
れ
る

の
で

あ
る
。

地
表
又
は

地
表
か
ら
様
め

て

浅
い
到
る
処
に

見
出
さ
れ
る

転
石
類、

殊
に
少
し
く
平
川一
に
な
っ
て
い
る
通
路
に
当
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
郎
分

(
他
は
こ
の

通
路
の

部
分
が

倣一
治
し
た
と
思
わ
れ
る
)

の

転
石
類
や
、

泌
出
の

表

面
で

も
雨
水
に
よ
っ

て
篠
山珊
に
け
ず
ら
れ
た
と
捻
定
さ
れ
る

勾
配
の
つ
い
て
い
る

部
分
で
法、

敷
石
が
多
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
曽
て
そ
の
一小
川一
而
が
憶
せ・
ま
い

政
石
道
で

あ
っ
た

こ
と
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。

六 、
南
部
諸
大
寺
堂
塔
と
の
関
係

京
大
寺
そ
の

他
南
部
諸
大
寺
堂
塔
と
頭
塔
頂
点
の

相
互
関
係
を
知
る
べ

く
、

南

北
主
軸
線
上
に
ト
ラ
ン
シ
ア

ト
を
す
え
つ

け
て
測
品
し
た

結
果、

京
大
寺
大
仏
雌

の

小
心
は
磁

北
よ
り
9

度
目
分
叫
秒
京
に

当
る
こ

と
は

前
述
の

通
り
で

あ
る。

当

時
の

平
城
京
の

配
置
か
ら
見
て
、

そ
の

真
北
は

約
6

・度
傾
い
て
い
た
こ

と
が
判
る

の

で
、

伝
え
聞
く
よ

う
に

頭
塔
は
大
仏
般
の

真
南
で
は
な

い
こ
と
が
判
る
が
、

先

に

も
触
れ
た
よ

う
に
、

大
仏
般
の

方
向
で

あ
る
9
皮
切
分
羽
秒
は
石
仏
の

南
北
主

軸
線
と
完
全
に
一

致
す
る
の
で
、

京
大
寺
別
当
次
第
に

枚
せ
る
「

御
寺
朱
後
末
」

と
あ
る
の

は
、

正
し

く
東
南
に

持
っ
て
行
っ
た
の
で

は
な

く
て
、

京
大
寺
大
仏
搬

の

方
位
角
を

充
分
に

芯
議
し
て
、

石
仏
の

配
列
も、

そ
の

位
置
を
も
決
定
し

た
こ

と
を
他
叩ね
す
る
こ

と.
か
で

き
る。

し

か
し
一

方
京
大
寺
西
港
へ

南
大
門
中
心
と
大
仏
殿
中
心
と
を
給
ぶ

京
大
寺
主

紬
線
よ

り
、

西
方
剖
m
に

あ
る
)

を

考
慮
に

入
れ
る
と、

大
仏
殿
と
頭
犠
の

距

縦
(
】
ω
戸
市
ヨ
)

か
ら、

大
仏
殿
と
南
大
門
を
結
ん
だ
主
品川
線
と
米
両
両
地
を
結
ん

だ
凶
紘
と
の

距
隊
へ
印
m
)

を
差
引
い
た

長
さ
戸
M
M
凸
ヨ

に
目
5

4・
殴
〈
実
は
3・
皮

切
分
叫
秒
)

を
か
け
る
と
約
m
m
と
い
う
距
離
を
得
る
の
で
あ
る。

ま
た
一

昨
年

以
来
行
っ
て
来
た
い京
大
寺
旧
岐
内
実
測
図
ゃ、

昨
夏
以
来
行
っ
た
奈
良
公
園
へ
在

日
神
社
や
興
福
寺
旧
技
内
を
含
む
〉

の
宏、
測
図
と、

川川
じ
縮
尺
で
作
製
し
つ
つ

あ

っ
た
頭
搭
附
近
実
測
図
と
を
総
合
し
て
そ
の
相
互
位
民
凶
係
を
調
査
し
た
と
こ
ろ、

以
大
寺
西
議
は
、

正
し
く
頭
搭
か
ら
引
い
た
磁
北
線
上
に
来
る
こ

と
が
判
っ
た
3

即
ち
計
算
上
か
ら
も、

図
雨
上
か
ら
も一
期
塔
と
京
大
寺
西
広
と
は
正
し
く
俄
北
線

上
に
並
ん
で
い
る
こ
と
が

判
っ
た

の
で

あ
る
。

次
に
腕ハ
一郎
寺
五
官ぃ一

塔
は、
一
頭
誌
か
ら
は
い瓜
後
に
望
見
出・
一釆
な
い
の
で

あ
る
が
、

(註6)

奈
良
公
園
実
測
図
上
で
結
ん
で
見
る
と
、

そ
れ
は
磁
北
線
か
町
四
へ

羽
度
傾
き
、

距
離
は
∞
日
目-
a
ヨ

あ
るg

然
も
こ
の
一段
総
は
、

い県
大
寺
大
仏
殿
の
中
心
と
即興
福
寺
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五
市一
松山
の
中
心
と
を
結
ん
だ
前
線
と
託
し
く
間
交
す
る
関
係
に
あ
る
の
も
面
白
い
.

次
に
一期
桜
頂
点
か
ら
測
定
し
た
新
薬
師
寺
と
の
関
係
を
示
そ
う =

現
在
の
本
堂

の
小
心
は、

磁
北
か
ら
】
O
U
度
調

へ]
O
∞
度
包
分
M
O
秒)

で
あ
る。

記
録
の
示
す

よ
う
にい
米
大
寺
の
南
側
で、

新
楽
師
寺
の
-

西
の
野
」

に
阪
当
す
る
そ
の
位
置
か

ら
汚
え
て

も、

両
寺
の
こ
と

を
充
分
に
意
識
し
て、
計
画
さ
れ
た

土
港
で
あ
る
こ

と

が

判
然

と
す
る
し
、

こ
の
頭
地
は
、

京
大
寺
と

新
楽
師
寺
に
関
係
を
も
っ

人 、

即
ち
主
忠
利
尚
の

倒
立
に
閲
す
る

も
の

と

考
え
て

附
巡
な
さ
そ
う
で
あ

る
。

現
在

新
薬
師
寺
本
吹
は
往
築
と
し
て

は
天
平
時
代
の
追
桝
で
あ
る
が
、

当
時
の

金
設
や

(
杭7)

鳩
山町
で
は
な
く
、

お

そ
ら
く
は
食
堂
或
は
政
所
屋
で
は
な
い
か
と
汚
え
ら
れ
る
山

で
あ
る。

ま
た

そ
う
す

れ
ば
新
柴
削
守
の

小
心
部
で
あ
る

金
堂
や
搭
は
、

他
の
位

何

へ

お

そ

ら

く

現

在

本

常

の

同

方
)

に

あ

っ

た

こ

と

を

知

る
。

私

達

が

今

回

作

製

し

た

家

良

公

闘

だ

測

閣

と
、

一

止

倉

院

御

物

.L〈

ギ

勝

笠

八

歳

京

大

寺

四

五

図

に

現

わ

れ
た
新
薬
師
寺

金
品単一
の
位
置
と

を
対
照
し
て

推
定
す
る

と
昔
の
金
常
の
中
心
は、

現
在
の
本
金
の
西
方

自
o
g
に

あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

こ
の
似
円
に
は
大
き
な
疑

問

が

あ

る

が
、

京

大

寺

山

王

図

の

比

例

に

狂

い

が

な

レ

と

す

る

と
、

そ

の

金

堂

の

(芯8)

中
心
は
頭
格
の

瓜

点
か

ら
コ
ム
度、

胤
離
に

し
て
品
M
ω
ヨ
と

亦
出
さ
れ
る
。

七 、
一
政
塔
築
造
法
と
春
日
野
の
地
形

新
業
師
寺
の
力
か
ら
旧
大
采
院
池
の
北
側
に
蜂
え
る
鬼
悩
山
及
び

西

方

院

山

へ

古伊

良

ホ

テ

ル

及

び

総

伽

神

社

の

建

つ

尾

川似
)

に

向

っ

て

延

び

て

い

る

台

地

(

総

伽
山
台

地

と

呼
ぶ
)

は
、

新
薬
削
寺
附
近

か

ら
中
高
畑
町
附
近
に
か
け
て
は
幅
が

割

合

に

ひ
F
つ

い
。

と

こ

ろ

が

舷

訂

附

近

で

は
、

法

務

局

と

奈

良

県

土

木

出

張

所

の

西
背
面
の
方

か
ら
、

天
神
社
の
南
下
方
に

か
け
て

浅
い

渓
谷
地

形
が

あ
り 、
こ

の

日開

港

の

実

測

調

氏

を

了

え
r

谷

聞

を

さ

し

は

さ

ん

で
、

台

地

の

先

端

が

二

つ

に

分

れ

て

い

る
。

松

林

院

跡

の

南

限
で
あ
る
山
上
町
の
尾
根
を
主
脈
と
す
れ
ば 、
一
蹴
塔
の
辿
つ
治
水
述
寄
り

の
方
は

支
脈
と

い
う
こ

と
に
な
る
。

主
脈
の
方
は
直
に
刊
に
延
び
、

元
の
官

民

川

水
系

へ
現
在
の
鷺
池・
荒
池〉

と

市
水
谷
と
が

次
第
に

せ
ま
っ

て
総
伽
神
社
附
近
で
は

幅

約
m
m
の

疲
尾

恨
と
な
っ

て

城

跡
か

ら
西
方
院
山、

旧
大
乗
院
境

内
の

鬼
崎
山

へ
と
つ
づ
く
が、

支
脈
の
方
は
頭
燃
の
西
南
辺
に
於
て
は
消
水
辺
に
臨
ん
で
急
出

と
な
り
、

山
神
社
南
あ
た
り
で
清
水
谷
に

沈
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
総
伽

山
台
地
の
地

形
を
拙
い

た
地
図
の
上
に
巾ハ引
き
込
ま
れ
た一則
椛

の
地
形
は、

ら
ょ
う
ど
蒲
鉾
形
台
地
上
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
築
い
た
よ
う
な
状
態
で

あ
る
と

見
る-
」
と
が

で
き
よ
う
。

人。t
州
市U九
州
図
作
製
に
利
川
し
た
.M
wm
附
近
の
海
抜一
向
は、

法
務
同
的
に
あ
る
水

準

点

5
由
・

8

5

の

ゐ

緩

か

ら

引

い

た

も

の

で

あ

っ

て
、

放

川

市

消

邸

の

凶

側

に

於

て
呂∞・
8
5、

頭
港
の
凶
北
聞
に
於
て
は
】
ou・
8
2
を
示
し
て
い
る。

こ
れ
は一
期

地
築
造
の
際
に
利
用
さ
れ
た
基
盤
で
あ
る
う。

そ
の
必
殺
は
海
抜
平
均

5∞
ヨ
の

台
地

で
あ
り
、

中
心

附
近
に
於
て

高
さ
約
m
m
、

一ほ
辺
約
刊
m
、

勾
配
は
約
お
伎

の
方
紙
と

し
て

築
い
た

も

の
で
あ
る

ニ
と
が

知
ら
れ
る
。

従
っ

て

算
出
さ
れ
る

上

門誌
ス

大
路
M
o
g-
百回
で

あ
る

と
思
わ
h山
る

\
LI

 

:1

 

1

・Z小

d てし

以
上
笑
測
の
結
栄
判
明
し
た
こ
と
は
頭
広
は
比
較
的
よ
く
追
存
し
て
お
り、
一
向

さ
海
抜
約H
S
B
の
基
撒
(

地
山)

の

上
に
約
m

m

の
感
土

を
し
て

造
っ

た
方
錐

体
で、

四
方
に
お
度
を
以
て
附
い
た
斜
而
を
玉
石
で
蔽
い、

主
軸
線
上
に
故
上
段、

三
段
日、

下
段
各
一

側、

副
総
線
上
二
1、

段
目、

三
段
U
下
段
各
二
個
づ
っ
、
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大
小
指
倒
の
五
仏
を
配
置
U
わ
hも
の
6
じ
い勺
ま
だ
頭
塔
時
主
あ
の
五
仏
の
配
列

状
況
か .
6
見
て

、

確
か
じ
東

大
寺
殊
応一
大
仏
殿
を
意
識
しν
言 、
築
造
さ
林
た
お
の
で 、

モ
か
舟
・膨
は
磁
北
か
ら
東
に
Q仇
皮
切
か
叫
秒
ふ
れ
て
お
り、

そ
の
笑
測
距
離
は
z

g
g
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。

最
初
は
新
薬
師
寺
旧
金
堂
の
民
間
を
と
心
掛
け

て
計
画
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が、

現
在
で
も
よ
く
あ
る
笑
例
通
り、

そ
の
施
工
に

当
っ
て
地
形
の
制
肘
か
ら 、

東
大
寺
大
仏
殿
の
真
南
か
ら
は
や
や
(
約
4
度
だ
け)

西
に
寄
せ
な
が
ら
も、
石
仏
の
配
列
の
南
北
主
軸
だ
け
は

大
仏
殿
の
方
位
角
に
完

全
に
一

致
さ
せ
て
い
る 。
一

方 、

新
薬
師
寺
金
堂
の
万円
西
か
ら
約
十
数
度
(
u
i

m
度)

北
に
寄
せ
て
そ
の
中
心
位
置
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し
こ

れ
だ
け
の
移
動
は
古
い
記
録
に
示
さ
れ
る
「
新
薬
師
寺
西
野
」

を
完

全
に
裂
す
も

の
で
な
い
か
ら、

笑
忠
和
尚
の
計
画
と
解
釈
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
感
じ
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る。
従
っ
て
そ
の
築
造
年
代
は
神
挫
長
雲
元
年
と
見
て
差
支
え
な
い

も

の
と
恩
わ
れ
る。

註

ω

東
大
寺
別
当
次
第
に

「
神

設長g
安
元
年
実
忠
和
尚
依
ニ
僧
正
命-

御
寺
朱
雀
之
末
作=

土
塔一
」

と
あ
る@

仰

東
大
寺
婆
録一
助
収

「
実
忠
廿
九
ケ
条
事
」

に

「
一

山本
レ
造
ニ
立
桜
一

法-

在
ニ
新
薬
師

寺
西
野目
以
ニ
去
RM
雲
元
年一

一附
二
造
進一

也
」

と
あ
る。

ω

こ
の
土
塔
の
中
心
は
現
在
五
輪
搭
の
建
つ
位
泣
よ
り、

陶
へ
おm
移
動
し
た
地
点
で

あ
り、

従
っ
て
近
世
五
輪
塔
が
そ
の
中
心
部
に
建
た
ず、

誤
っ
て
おm
北
に
寄
っ
て

建

て
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う.

ω

数
年
前
中
村
春
寿
君
の
調
査
し
た
際
に
こ
の
附
近
か
ら
東
大
寺
系
と
考
え
ら
れ
る
古

瓦
が
発
見
さ
れ
た
由
で
あ
るe

お
そ
ら
く
仏
砲
の
上
に、

瓦
誌
の
加
を
か
け
た
も
の

ら

し'
い.

m

故
西
村

山丹若
「
商
都
石
仏
巡
礼
」

に
よ
る・

削

興
福
寺
五
霊
塔
上
か
ら
の
パ
ア
ク
サ
イ
ト

に
よ
る
と、

こ
の

数
値
が
一件
磁
認
さ
れ

る.

m

大
問
実
附同
士
は
食
裳
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る。

小
林
剛
博
士
は
政
所
毘
で
は
な
い
か
と

昨批
定
さ
れ
る。

mw

正
倉
院
御
物
天
平
勝
宝
八
歳
東
大
寺
四
五
凶
で
は、
そ
の
敷

地
の
内
外
に一
回一
り
方
形

の
輪
郭
を
姉
い
て
い
る。

そ
の
紛
郊
を
実
測
悶
に
あ
て
は
め
て
見
る
と、

東
大
寺
大
仏

殿、

法
華
堂、

転
戦
門、

中
御
門、

西
大
門
附
近
で
は、

す
べ
て
航
(
東
西一
籾
)
qH
g

縦
(
南
北
腕)
H
M
∞
ヨ

の
比
率
に
制
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た@

こ
の
よ
う

な
数
値
と
比
率
を
法
燃
と
し
て、

実
測
図
に
縦
儲
枠
を
作
り、

天
平
勝
宝
八
歳
図
に一
不

さ
れ
た
新
楽
師
寺
の
位
削胞
を、

実
測
図
に
あ
て
は
め
て
見
た・

た
だ
こ
の
よ
う
に
し
て

推
定
し
た
新
薬
師
寺
金
堂
(
中
心
〉

は、

現
存
本
盆
(
中
心
)

の
西
Mm
O
ヨ

陥
っ
て
お

り、

や
や
速
す
ぎ
る
の
で
こ
の
点
や
や
首
肯
で
き
な
い
。

天
平
勝
宝
凶
中
一

行
だ
け
誤

っ
て
西
に
寄
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る・

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
政

搭
頂
点
よ
り
新
薬
師
寺
金
堂
は
角
度
に
し
て
口
。
度
包
分、

問
機
に
し
て
印
∞
∞
ヨ
(
現
存

新
薬
師
寺
本
堂
の
凶
方
w
m
)

と
な
り、

こ
の
方
が
信
頼
で
き
そ
う
で
あ
る。

(
森

山脚〉
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唐 招 提 寺 総 合 調 査 概 要

:11 1 1';(1 Ih I!HJUS'ó;，'j・J也'j!ill1l1刈

昭

和

お

内

7

月

日

日

よ

り

7

川

本

に

か

け

て
、

当

附

究

所

全

部

川

の

参

加

の

も

と

に
、

出

料

提

寺

の

総

合

調

交

を

行

っ

た

。

F

」

れ

は

附

和

却

年

の

総

合

調

交

の

継

続

で

、

前

田

制

悲

し

え

な

か

っ

た

部

分

に

主

点

を

お
レ
た
。

美
術
工
芸

、

建
造
物

両
研

究

家
は
守
地

と

金

常
、

阪

史

研

究

室

は

足

瓦

と

十
u
h

父

市

の

制

査

に

当

っ

た

。

位

造

物

研

究

家

庭

国

遺

跡

内示一

は
.

川

寺

地

の

実

測

制

査

念

行

い
、

制

尺

二

百

分

一

お

よ

び

五

百

分

一

の

地

形

実

測

関

を

作

製

し

た

。

人也

九刊h

内

外

に

大

が

か

り

な

足

助

を

桃

楽

し

、

挫

築

家

は
，
」

れ

を

利

用

し

て

令-

常

の

斗

快

・

小

屋

組

そ

の

他

他

築

部

材

の

詳

細

な

調

査

に

よ

り
、

雄

物

の

変

選

を

知

り

、

創

始

期

の

姿

を

彼

出

す

ベ

く

資

料

の

蒐

集

に

つ

と

め

た

。

美

術

工

芸

研

究

室

仁

芸

宝

は

足

掛

を

利

川
し
て

金
常
内
郎
の

文
輪
似

、

虹
紫
、

天
井
な

ど

に

伐

る

火

様

ぞ

色

彩

に

つ

い

て

制

資

し

た
D

ま

た

彫

刻

室

は

木

尊

、

千

手

観

音

、

楽

削

そ

の

他

の

仏

像

の

形

態

に

つ

し

て
、

レ

ヘ

ル

そ

の

他

の

測

量

機

械

を

使

用
し
て
、

叫許
制
な

実
測

淵
査
を

行

っ
た

@

際

災

研

究

室

法

同

寺

に

保

存

さ

れ

て

い

る

軒

丸

瓦
、

粁

平

瓦

、

脱

ぶ

り

、

山九

瓦

等

の

形

状

、

文

様

、

刻

銘

等

を

調

査

し

た

ε

古

文

書

室

は

数

多

く

の

古

文

献

中



か

ら
大
般
若
経 、

版
経 、

諮
式 、

古
文
書 、

雑
誌 、

祭
文

等
を
鐙
理

、

調

査
し
た

。

以
下
は

今
回
の

調
査
の

略
報
で

あ
る
が

、

な
お

未
完
の

部
門
が

あ
り

、

今

後
も

引
続
き
調
査
を
行
う

必
要
が

あ
る

。

詳
細
に
つ

い
て
は

調

査
の

完
了
を
ま
っ

て

報

告
書
を
作
製
す
る

予
定
で

あ
る 。

寺
地
の
測
量

既
に

着
手
し
て
い
る

商
都
諸
大
寺
旧
寺
地
調
査
の
一

環
と
し
て

、

建
造
物
研
究

室
庭
園
遺
跡
班
は

昨
年
七

月
か

ら

年
末
に
か

け
て

、

そ
の

旧
寺
地
の

実
測
制

査
を

継
続
し
た 。

調
査
の

区
域
は

、

南
大
門
前
を
東
西
に

通
っ

て
い

る

道
路
の

北
側 、

西
は

近
鉄
線
路
(
中
心
線)
の

西
側

約
加
m

を
南
北
に

通
じ
て
い
る

道
路
(
中
心
線)

を

限
界
と
し
、

東
は
秋
篠
川
の

西
岸
ま
で
と
し
た

。

北

限
は

唐
招

提
寺
東
門
の

北
方

約
叩
m

の

地
点
か
ら
、

西
方
よ
り

流
下
す
る
溝

渠
に

添
っ

て
、

天

神
社
と
の

聞
か
ら

更
に

西
に

向
い

、

木
坊
蔵

松
院
背
後
突
出
部
(
竹

鑑
)

を

含
み

、

そ
の

西
に
つ

づ

く
畑
地
を
も
含
め
た

面
積
約
ロ
ヘ

ク

タ
ー

ル

の

区
域
で

あ
る

。

作

製
し
た

図

而
は

縮
尺
五

百
分
の

て

測

点
(
H
m
N
S

停
に

海
抜
標
高
を
記
し

、

日
m
符
の

等
高
線
を

切
っ

た
。

ま
た

国
宝

或
は

重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い

る

建

物
は

そ
の

柱
の

位

置
を
示
し

、

他
の

建

物
は

輪
・郎
だ
け
を
図
示
す
る
に

止
め
た 。

調
査
の

結
果
判
明
し
た
主
な
る

事
項
は

、

地
勢
は

西
北
に一
向
く 、

南
東
に

向
っ

て

傾
き 、

台
地
の

先
端
を
巧
妙
に

利
用
し
た

も
の
で

あ
る
こ

と
で

、

東
北
辺
は

元

演
流
の

河

床
で

あ
っ

た
の

を 、

旧
能
満
院
背
後
に

於
て

土

塁
を
も
っ

て

堰
き
止
め

、

そ
の

渓
流
を

真
直
に

東
に

導
い
て
い

る 。

即
ち

削
山
籾
の

西
南
東
の

三
辺
を
か
こ

む
園

池
は

そ
の

河
床
地
形
を
利
用
し
た

も
の

で

あ
る 。

現
在
の

東
塔
跡
を
観
察
す
る
と

、

そ
の

法
規一
は

明
か
に

盛

土
で

あ
る

ら
し
い
が

、

唐
招
提
寺
総
合
調
査
概
要

〈れl〉

そ
れ
と
ほ
ぼ

対

称
の

位

置
に

あ
る
西
塔
跡
(

若
し
あ
っ

た
と
仮

定
す
る
と
)

の

地

形
は

台
地
の

先
端
を
そ
の

ま
ま

利
用
し
た

も
の

と

考
え
ら
れ
る 。

(往2)

成
型
は
応
口一
位
坊
へ
旧
妙
品
目
院
〉

の

南

隣
に

あ
っ

た
旧
妙
相官
院
の

更
に

南

側
の

部

分
に

於
て

、

こ
の

西
港
の

位

置
を

含
む
台
地
の
一

部
を

更
に

広
さ

約

ゲ
o
g

M
、

最
西
側
に

於
て

深
さ
幻
m

以

上
を

掘
り

込
み

、

平
坦

地
荷
造
成
し

、

広
さ

月
N
d

、

高
さ
M
m

の

石
造
的
が

そ
の

中
央
部
に
設

置
さ
れ
て
い

る 。

(股3)

蔵

松
院
(
本
坊
)

の

北
背
後
の

山
麓
か

ら

湧
出
す
る

清
水
を
も
っ

て

現
在
の

国

池
が
形
成
さ
れ
て
い

る
が

、

そ
こ
か

ら
東
南
方
に

あ
た
っ

て

曲目
て
二
つ

の

小
関

池

が

辿
な
っ

て
い
て

、

水
脈
で

あ
る
こ

と
を

示
し
て
い

た
。

一
史
に

追
求
し
て

行
く
と 、

そ
の

延

長

上
に
京
室
東

側
の

古
井
戸 、

板
倉
背
後
の

近
海
池
及
び

竜
王
社
側
の

竜

池
が

並
ん
で
い
る
こ

と
が

わ
か
る 。

唐
招
同府
中守
旧

寺
地
調
査
は
吏
に
引

き
つ
づ

き
進
め

ら
れ
る
予

定
で

あ
る
が

、

今

後
の

調
査
に

残
さ
れ
た
問
題
は

、

古
図
と
の

対
比
に

よ
っ
て

既
に

失
わ
れ
た
僧
坊

の

区

域
や

建
物
の

位

置
を
一

回
は
っ

き
り

と
さ
せ
る
こ

と 、

旧

守
地
と
平
城
京
条

坊

制
と
の

関
係 、

更
に
は

古
記
録
の

示
す
新
聞

部
親
王
別
業
や

藤
原
仲
麻
巴
や

藤

原
清
河
の

宅
地
と
の

関
係
な
ど
を
推
知
す
る
手
が
か
り
を
つ

か
み
た
い

も
の
で

あ

る
。

註

ω

唐
閉山
提
寺
関
係
十μ
図
7
枚
の
う
ち
西
塔
の
妥
(
お
そ
ら
く
想
像
で
あ
ろ
う
)

を
摘
く

も
の
2

枚 、

方
形
の
輸
郎
を
辺
き
そ
の
中
に
「
西
港
」

と
出
く
も
の
l

枚 、

輸
邸
内
に

「
西
wm
跡」

と
苫
く
も
の
2

枚 、

輪
廓
の
み
の
も
の
1

枚 、

全
然
苦
か
な
い
も
の
1
枚

が
あ
る ・

実
現
の
有
無
は
疑
問
と
し
て
も 、

立
塔
の
計
画
と 、

地
形
の
造
成
だ
け
は
あ



奈
良
国立
文
化
財
研
究
所
年
報

っ
た
もの
と
見た
い。

問
現在
北
川
氏の
住
房を
応
は
坊と
呼
ん
でい
る
が、
ここ
は十日凶に
よ
れ
ば
妙
音院

と
なっ
て
おり、
出
妙
音
院
敷地に
一双方か
ら
応
品
幼の
建
物
を
移
し
て
来たの
に
よ

る
もの
ら
しい.
こ
の
南の
皆川}(
竹
絞)
は
旧
妙
智院
と
指
定さ
れる・

ω
昭
和幻
年に
防個
別加
提
寺
本
幼
周
辺の
環
境
裕一
仰を
行っ
た
際、
閏
池の
泥
土を
消
婦

した
が、
池
底か
ら
豊
富
な
湧
泉を
見出
すこ
と
が
で
きた。
ま
た
現
在の
本
坊
客
殿

の
東
側(
新
収
叩械
部の
北
側)
に
は、
当
時2
箇
所に
田平
方m
位の
小さ
な
池が
あ

っ
たの
を、
その
時の
造
図工
事で
怨
立て
た。

(
絞

殺〉

金

同省主主

建

築

こ
の
建
物
に
つ
い
て
は、
か
つ
て
冨
主
年
に
浅
野
市
が
創
挫
時
の
姿
を
彼
際
的

に
考
察
し
て
お
り〈「
庇
招
提守
金
吃訟
原
考」建築
山吉14)、
現
状
調
査
と
し
て
は
そ
の

際
ほ
ぼ
尽
さ
れ
て
い
る
の
で、

今
回
の
調
査
は
建
物
各
部
の
笑
測
及
び
写
真
撮
泌

を
主
眼
と
し、
あ
わ
せ
て
先
の
復
原
考
祭
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た。

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
演
の
概
略
を
建
物
各
部
旬
に
つ
い
て
記
せ
ば

以
下
の
如
く
で
あ
るe

-

軸
部
及
び
斗
挟

身
舎
が
ご
く一
部
に
明
治
修
理
時
の
取
替
材
を
含
む
の

み
で、
創
建
時
の
旧
状
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
に
反
し、
側
廻
り
の
斗
扶
に
は
後

補
の
仕
事
が
多
い。
そ
の
大
部
分
は
江
戸
時
代
元
保
年
間
の
修
恕
材
で
あ
る
が、

北
側
の
尾
極
上
の
斗
扶
に
は、
一
見
創
建
材
と
変
ら
ず
そ
れ
よ
り
や
や
風
蝕
の
少

い
材
が
あ
り、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
文
永
7
年
修
理
時
の
取
替
材
と
思
わ
れ
る。
こ

の
文
永
材
は
数
量
も
少
く、
使
用
場
所
も
丸
桁
下
の
斗
扶
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で、

こ
の
時
の
修
理
は
尾
程
か
ら
上
方
の
み
と
推
定
さ
れ
るg
一
方
側
柱
上
の
大
斗
計

A 

辺
ケ
の
中、
創
建
材
1、
明
治
材
7
を
除
い
た
M
ケ
が
元
禄
材
で
あ
り、
顕
宜
に

も
こ
の
時
の
材
が
相
当
量
あ
る
か
ら、
元
僚
に
は
側
廻
り
を
解
体
し
た
大
修

理が

行
わ
れ
た
こ
と
が
判
るe

こ
れ
ら
の
斗
扶
を
精
査
し
て
注
意
さ
れ
た
の
は、
元
禄
修
刷出
時
に
行
わ
れ
た
外

観
を
控
え
る
工
作
で、
大
別
し
て
次
の
2
点
が
あ
げ
ら
れ
る。
そ
の
第
1
は
斗
扶

総
の
笠
備
で、
こ
の
時
巻
斗
を一
つ
新
た
に
置
き
た
し、
削
木
の
笹
絞
等
も
そ
れ

に
合
わ
せ
て
附
し
た
こ
と
で
あ
る。
す
な
わ
ち一
手
先
日
の一
番
上
に
あ
っ
て
尼

極
を
直
接
受
け
て
い
る
斗
は、
総
計
却
ケ
の
中
峨
1
ケ
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
元

総
も
し
く
は
明
治
の
取
替
材
で
あ
り、
古
材
の
1
ケ
も
元
来
こ
の
位
置
の
巻
斗
と

は
見
ら
れ
な
い。
こ
の
こ
と
は
創
建
当
初
に
は
こ
の
位
置
の
斗
は
な
く、
元
禄
に

附
加
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で、
こ
の
斗
が
の
る
別
木
上
而
の
笹
操
も
当

初
は
存
在
せ
ず、
一
見
除
修
刷出
時
に
新
た
に
附
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
者
取
さ
れ、

ま
た
庭
棋
に
も
こ
の
斗
に
よ
る
風
蝕
型
は
見
ら
れ
な
い。
斗
の
下
両
が
当
っ
て
い

る
肘
木
の
部
分
を
見
る
こ
と
が
出
来
れ
ば、
こ
の
斗
が
当
初
か
ら
存
在
し
た
か
否

か
を
判
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が、
そ
れ
が
不
可
能
な
現
状
か
ら
で
も、
こ

の
位
置
の
巻
斗
は
元
禄
に
附
加
さ
れ
た
と
判
断
し
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

次
に
工
作
の
第
2
は
外
観
の
強
制
で、
こ
の
時
相
当
数
の
巻
斗
の
斗
操、
肘
木

の
下
商
品苛
を
削
り
直
し
て
形
を
整
え、
ま
た一
部
風
蝕
の
は
な
は
だ
し
い
斗
棋
を

内
方
の
も
の
と
置
き
替
え
た
り
し
て
外
観
を
新
装
の
加
く
見
せ
る
正
作
を
し
て
い

るι
し
た
が
っ
て
斗
棋
の
曲
線
の
性
質
に
は
創
建
時
と
多
少
変
っ
て
し・ま
っ
た
も

の
が
る
り、
特
に
尾
極
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
地
極
の
勾
配
を
ゆ
る
く
し
た
た
め

に、
そ
れ
に
見
合
う
ご
と
く
尾
極
先
端
の
下
面
を
削
り、
ま
た
上
国
に
は
ハ
ギ
木

を
し
て
反
り
を
強
く
見
せ
た。
極
勾
配
や
軒
反
り
の
変一
夫
に
伴
う
尾
極
の
変
形
は
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間
以応
Mm
で
は
附
顕本口
で、
下
方の
尼
係
以
を
約
8
4
m
代
出は
よ
り
引
出
し、
上

方
出
除
法
・洲士」
約
B
J
引
込
め
て
と
も一」ト…川
を
大
き
くこ
き
上
げ、
上γm，一
は

は
ぎ
水
を
し
て
見
限の
先端一」
強
い、
反
り
を
削
し
て
い
るc
前
述
し
た
斗の
附
加

も
椛
造
的一い
札制…
ぷ
味
で、
斗の
上
に
法
必
ず
斗
を
放べ
る
とい、
う
奈
良
時
代
末

刻
以
降の
斗
以
組
方
式一い
な
らっ
た
外
闘の
笠
悩
以
上の
・ぷ
味
は
な
い
の
で
あ
る

が、一X
M
修
理が
そ
う
し
た
外
装
に
京
点
を
置
き.
か
な
り
大
勝
に
山
形
式の
変

更
を
行っ
た
点
は
注
ー
さ
れ
るε

2
P
口
及
び
窓
戸
口
お
よ
ひ
窓
につ
い
て
は
先に
浅
野
が
行っ
た
復
原
考

唐
抑
制従
寺
総
合
調
査

綾南京

町公
に
削
げ
加
うべ
き
もの
は
な
レι
す
な
わ
ち一p
u
は
力
ψ一
お
よ
ひ
内
法
長
押の

以
践
と、
上
下
長
仰
の
せ
レ
等
に
変
更
が
あっ
て、
上
下・
ι
れ
と
も一い
当
初の

山
川
削の
大
き
さ
が
狭
め
ら
れ
て
レ
る。
ま
た山富山
で
は
内
法・
版
刷
長
押
と
もι

村の
わ川人
を一向め、
内
法・長
押は
大
体
川
位
置
に
お
く
が、
朕
長
押
を
約
B
寸
上
に

ず
ら
し
て
お
り、
も
と
は
窓の
内
法
が
高
かっ
た
こ
と
が
判
る。
こ
う
し
た
雑
作

の
変
災
は
中
位、
お
そ
ら
く
文、氷
修
理
時
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が、
元
総

修
即
時
に
は
外
部一い
而
す
る
・長
押、
枇m
軸、
方
立
等
を一
度
解
き
放
し、
その
衣

川
を
削り
附
し
たι
そ
の
た
め
ι
外
知
の
み
を
もっ
て
は
当
初
材
と
補
足
利
との

判
別
が
非
市
ι
郷
か
し
く
一
見
元
日体
修
即
時
に
か
な
り
大
批
に
村の
取
替
が
あ

っ
た
如
くに
見
え
る
が、
実
際
ι
は
正
耐
3
聞の
戸
川
担
り
の
郎
を
除
げ
ゴ

大
部
分
が
制
住
村
と
小
古の
補
足
利
な
の
で
あ
る。

な
お
正北川小川
と
も一い
戸
日
胞の
万
立
お
よ
び
限
W
M州巳
川
長
押
を
転
用
し
た
も

の
が
あ
るe
ニ
れ
が
小
古一い
内
法
長
押や
附似た
押
を
現
在の
仕入
の一向い、
村
と
取
伴

え
た
際
に
.1小
川
に
なっ
た
川
村の
転
用
か、
あ
る
い
ほ
砧
交
当
初
か
らの
い駒山
阿
古

一初
で
あ
る
か
の
判
定
は、
き
わ
め
て
凶
郊
で
あ
る
が、
転
川
村のnm
が
か
なり
多

レ
こ
と‘
山
長
押の
痕
跡
を
も
た
ない
村
が
む
し
ろ
巾・
古
村
ι
類
似
す
る
こ
と
等

か
ら
後
朽
の
助
合
と
判
断
し
たE
守
の
小
心
と
な
る
金
常に
創
建
当
初か
ら
市
村

を
川
い
た
点
は、
常
識
的一い
ほ
考
え
炊いいか、
此の
聞の
上一品一
」
張
ら・れ
て
い
る

刺
入
ぷ
井は
絡
紙、
組
子
と
も一」
そ
のほ
と
ん
と
が
何
等
かの
古
村
を
伝
聞
し
た

も
の
で
あ
り、
こ
れ
も
創
位
以
米
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

3
屋
根
及
び
軒
現
在の
屋
川恨お
よ
ひ
U引
が-X
Hmの
'M惨
胞
に
よ
っ
て
創
位

当
初の
姿
と
札
者
し
く
変
え
ら
れ
て
お
り‘
も
と
は
好
医
般
を
も
た
ない
桃
山一」

復
原
さ
れ
る
ニ
と
ば、
さ
きこ
浅
野いか
指
嫡
し
た。
今
回
の調
査
で
は
さ
ら
に
い
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く
つ

か
の

復
原
資
料
を
追
加
す
る

発
見
は

あ
っ

た
が

、

古
材
の

種
類
と
し
て
は

さ

き
の

調
査
以

上
の

新
種
を
見
出
し

得
ず 、

し
た
が
っ

て

復
原
の

大
綱
は

全
く

変
ら

な
い

。

た
だ

尼
極
お

よ
び

地
極
の

勾
配

を
前
案
よ
り

多
少
強
め

た

方
が
よ

さ
そ
う

で
、

復
原
の

結
果
を
示
せ

ば

第
2

図
の

如
く
で

あ
る 。

図
に
よ
っ

て

前
案
と
の

相

違
を
簡
単
に

説

明
す
る

と 、

ま
ず
小
屋

組
材
で

残
存
す
る

古
材
は
入

側
通
り

尾
極

鱗
桁 、

向
上
母
屋

、

側
通
り

母
屋
の

3
極
あ
る
が

、

こ

れ

ら
の

旧
高
さ
を

押
え
る

資
料
(
小
屋
市水)

は

見
出
せ

な
い

。

し
た
が
っ

て

尾

径
の

勾
配
は

確
定
し

得
ず 、

先

の

復

原
で
は

現
状
の

ま
ま

を
用
い
て

約
5
寸
勾
配
と
し
た

.

し
か

し

明
治

修
理
前

の

実
測
閃
で
は
尼

極
勾

配
は
口
、U

8

寸
と
な
っ

て

お
り
、

こ
の

差
は
長
年
月
の

使

用
に
よ
っ

て

折
れ
曲
っ

た
尼
極
を
再
用

す
る
た
め
に

、

修
理

時
に

足

極
民
を
出

米

p、υ

る
だ
け
下
げ
た

結
果
と
み

ら
れ
る
か

ら 、

当
初
は

少
く
と

も
にψ

寸
勾
配
は

あ
っ

た

と

考
え
ら
れ
る

ω

次
に

池
田慨
も
附
様
に

勾
配
が

椛
定
せ

ず 、

前
案
で
は

尾
極
川
に

直
後
同佐
川仰
の

ほ
医

を
の

せ
る
も
の

と
し
て

復

原
し
た
が

、

こ
の

吋
屋
の

下
出
に

は

尼
極
を

挟
ん
で

立
つ

来
の

圧
痕
が

え
っ 、

そ
れ
が
問
品川
い

束
の

会
形
を
印
す
る

と

こ

ろ

を
み
る

と 、

尾
極
と
束
と
が

岐
合
っ

て

上
の

母
屋
と
の

聞
は

多
少

間
隙
が

あ

っ

た

ら
し
い

。

そ
の

間
隙
を
定
め

る

資
料
は

な
い
の

で
、

他
の

例
を
参
考
に

適
当

な

寸
法
に

と
っ

て

作
図
す
れ
ば 、

下

方
地
極
の

勾
配
は

川
寸
程
度
と
な
る

。

大
梁

以
上
は
小
屋
組
に
は

全
く
資
料
が

な
く 、

わ

ず
か
に
上

方
極
の

う
ち
機
水

上
の

組
手

、

も
し

く
は

下

方
極
と
の

紋
手
仕
口

が

残
る
古
材
口

本
に
よ
っ

て

そ
の

全
長
を
維
定
し

得
る
も
の
が

あ
り
、

上

方
極
の

勾
配
が
7
寸
伎
で

あ
っ

た
こ

と
が

わ
か

る
だ
け
で

あ
る 。

し
か
し

以

上
で
屋
恨
の

骨
組
の

大
織
は
き
ま
り
、

全
体
の

引
通
し

勾
配
が

5

寸
程

度
に
お

さ
ま
っ

て
、

奈
良
時

代
の

屋
板
勾
配
と
し
て

は

恰

好
な
も
の

と
な
る 。

こ

う
し
て

極
勾
配
を
前
案
よ
り
強
め
て

、

多
少
ゆ
る

す
ぎ
る

感
が

あ
っ

た
屋
板
勾
配
(
前
ゆ荒
川
寸)

を
補
正
し
た
が

、

そ
れ
で

も
現
状
と
比
べ

る

と

大
棟
の

高
さ
が

も
と
は

今
よ
り

約
9

尺
低
く 、

か

な
り
ゆ
る

ぞ
か

な
屋

縦
で

あ

っ

た

と
椛
定
さ
れ
る
の
で

あ
る 。

発
見
さ
れ
た

母
屋
に
は

元
緑
修
理

時
を
除
い

て

も
二

回
の

経
止
釘
穴
が

あ
る
か

ら 、

中
古
に
極
の

打
替
が
お
こ

な
わ
れ
た
こ

と
が

判
る
が

、

小
尾
材
や
極
等
に
は

中
古
の

補
足
材
と
思
わ
れ
る
も
の

を
ほ

と
ん

ど
見
出
し

得
な
か
っ

た
の
で 、

こ
の

創
建
当
初
の

構
造
は 、

元
係
修
理
時
ま
で

よ
く
保
存
さ
れ
て
い

た

と
忠
わ
れ
る 。

な
お

野
地
板
に

元

享
三

年
の

墨
袋
絡
を
も
っ

た

も
の
が

あ
り

、

同
組
の

板
が

多
量

に

存
す
る
か

ら 、

こ
の

時
屋
恨
の

葺
替
を
お
こ

な
っ

た
こ

と
は

明
ら
か
で

、

成
方

羽
尾

に
記
す
刻
銘

と

合
致
す
る

。

粁
の

復
原
に
つ

い
て

は

さ
き
の

考

察
の

範
四
を
出
な

か
っ

た
が

、

地
経
・

飛
機
俸
と

も
に

そ

の

外
而
を
元
係
修

即

時
に

削
り

陳
さ

れ
て
い

る
こ

と
が

判
っ

た
。

現
在
見

る

地
慢
の

下
回
の

反
り
は

、

こ
の

時

強
め

ら
れ
た

も
の

第 3 図 金堂三手先組物



で 、

当
初
は
も
う
少
し
ゆ
る
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る

地
憧
の
勾
配
が
強
ま
り
ハ
現

状
約
3
寸)

慌
に
も
現
在
程
の
反
り
は
な
か
っ
た
と
す
る
と 、

当
初
の
粁
廻
り
は

現
状
と
か
な
り
川
進
L 、

や
や
耐火
派
レ
ザ治
行
い
た
感
じ
金
持
っ
て
い
た
と
位
保
さ

れ
る 。れ以

後
じ
〈 I
M
の
淵
査
の
川和
山本
と
く
に
問
題
と
・な
る
点
を
指
摘
す
れ
ば 、

ま
ず
部

ー
に
斗
桃
山肌
の
方
式
が
現
状
で
考
え
て
レ
た
時
よ
り

か
な
り
古
め
か
L
く
・な
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る ε

す
な
わ
ら
一

手
け
の
れ以
上
に
あ
っ
て
出
係
全
受
け
る
斗
が

な
い
点
は
楽
川オサ
点
然 、

海白川
王
寺
小
wm
の
斗
扶
組
に
泌
じ 、

川
じ
三
千
先
州刷
物

で
も
そ
れ
を
も
っ
た
当
府
守
点
絡 、

以
来
幼
小
wm 、

a誕
生
守
椛
等
と
は
相
注
す
る む

こ
こ
で
一
々
の
如刷
物
に
つ
い
て
述
べ
る
余
納
は
な
い
が 、

こ
の
斗
は
凶
一
不
の

例

(
山ふれ
生
L
J

m)

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に 、

元
米
側
通
り

のL〈
作
桁
に
制
Aけ
っ
て
内
部

か
ら
延
び
山
す
通
肘
木
の
先
端
を
受
げ
る
た
め
の
も
の
で 、

出
国慨
は
そ
の
通
肘
木

に
よ
っ
て
文
え
ら
れ
る 。

こ
れ
を
陀
同問 。
か
山
総 .
大
介
桁
に
掛
る
楽
川
寺 、

山内
泊
王

守
お
よ
び
本
金
立
の
椛
造
と
比
較
す
れ
ば 、

出
維
の
支
点
が
ね
列
よ
り
一

手
だ
け

前
方
へ
山村
山
さ
れ
た
こ
と
に
な
り 、

明
ら
か
に
一

歩
進
ん
だ
方
式
で
あ
る ・

ま
た

そ
の
結
京 、

組
物
に
対
す
る
見
ほ
の
位
置
が一
向
め
ら
れ
て 、

二
手
先
日
の
処
で
も

前
者
で
は
出
陣
と
巻
斗
と
が
校
合
っ
て
い
た
の
に 、

肘
水
上
に
の
る
方
式
に
変
る

こ
と
も
第
4
凶
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う 。

も
わ
ろ
ん
こ
う
し
た
桃
巡
の
去
が 、

出
ち
に
悠
立
年
次
の
前
後
を一
不
す
と
は
云
え
・は
い
が 、

唐
招
提
寺
金
堂
の
斗
挑
組

が
古
式
に
属
す
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い 。

ま
た
尼
恨
の
形
式
に
し
て
も 、

当
初
は
ほ
と
ん
ど
.比
り
を
も
た
ず
に 、

と
く
に

上
川
は
政
綿
に
近
く 、

下
而
の
み
先
端
を
反
ら
せ
た
形
式
で
あ
っ
た
と
批
定
さ
れ

る
の
で 、

こ
れ
は
海
竜
王
寺
小
嶋
の
形
式
己
近
似
し 、

当
ぃ林
寺
必
勝
以
下
の
「
反

庇
wm
従
寺
総
合
調
弦
概
妥

り
」

お
よ
び
「
m

し
」

会
も
っ
た
出

傾
形
式
よ
り

小山
式

で
あ
る e

間
の
は山

慌
で
上
方
の
も
の

が
蒸
し
く
前
方
へ

延
び
山
し
た
点
も

出
屯
王
寺
小
然 、

阪
梨
坊
小
限
な
と

と
等
し
く 、

奈
良

川
代
斗
以
組
の
一

村
色
と
思
わ
れ

る b

た
だ
し
斗
以

如仰
の
昨印
式
比
較
で

は 、

水
位
物
の
助
合 、

大
斗
を
比
較
的
大
き
く 、

反
対
に
川
水
を
出
か
く
し
て 、

斗
供
組
合
体
が
挫
物
の
大
き
さ
に
比
べ
て
小
じ
ん
ま
り
し
た
形
に
ま
と
め
ら
れ
て

レ
る
点
は
大
き
な
特
色
で 、

結決
削
司 、

出
屯
王
寺
等
の
川
水
の
長
レ
処
々
と
し
た

斗
扶
組
と
は 、

か
な
り
川引
退
し
て
い、
る
の
で
あ
る 。

次
に
第
2

に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
金
訟
の
制
位
当
初
か
ら
十日
村
を
則
し
た
と
思
わ

れ
る
点
で
あ
る 。

十ホ
オザ
の
池
山以
ボ
仙
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
ぬ
考
が
あ
る
が 、

そ
の
際
レ
つ

も
問
泌
に
な
る
の
は 、

縁
起
に
記
さ
れ
た
芯
γ一
及
び
寄
進
訓告
で 、

金
賞
に
つ
し
て

も
少
的
郎
如
宝
が
作
る
と
あ
る
こ
と
か
ら 、

制
往
年
次
に
し
く
つ
か
の
説
を
生
じ 初 4 1河 定作:. :.'jd)，�三 F 先制物
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て
い
る。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
本
寺
は、
官
の
大
寺
と
違
っ
て
財
政
的
な
裏

付
け
に
と.ほ
し
く、
伽
藍
の
越
立
に
非
常
な
困
燥
を
伴
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で、

現
存
遺
構
の
み
を
取
上
げ
て
も、
講
堂
月半
城
宮
朝
築
殿
を
移
し
た
こ
と
が、
記

録
と
泊
存
古
材
の
両
者
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
し、
何枚
放
は
先
年
の
解
体
修
理

の
結
果、
二
棟
分
の
建
物
古
材
を
寄
せ
集
め
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た，
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と、
建
立
の
創
め
に
古
材
が
出
入
す
る
の
は、

本
寺
の
場
合
む
し
ろ
通
例
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
が、
金
堂
も
そ
の

例
に
入
る
と
す
れ
ば、
こ
れ
が一
番
中
心
に
な
る
建
物
だ
け
に、
そ
の
建
立
時
期

は
他
と
あ
ま
り
隔
ら
な
い
も
の
と
汚
え
た
く
な
る
の
で
あ
る。
艶
点
が
な
く
な
る

叶白ω
年
ま
で
に
は
講
堂、
食
堂、
僧一
関
等
が
造
立
さ
れ
て
い
る
か
ら、
金
堂
の
建

立
を
や
は
り
そ
の
頃
と
す
れ
ば、
前
記
の
斗
扶
組
の
様
式
が
古
式
で
あ
る
点
と
も

相
応
す
る。
簡
単
な
略
報
で
本
建
物
の
建
立
年
次
に
ま
で
ふ
れ
た
が、
こ
れ
ら
は

改
め
て
報
告
書
に
ま
と
め
る
積
り
で
あ
る。

(
鈴
木
嘉
吉〉

B 

内

部

装
飾

今
回
の
工
芸
班
の
調
査
は、
金
堂
内
部
の
支
給
板
と
虹
梁
に
残
さ
れ
て
い
る
文

線、
色
彩
な
ど
を
調
査
の
対象
と
し
た。
こ
れ
は、
建
築
班
が
金
堂
の
挫
築
構

造
の
調
査
を
な
す
た
め
特
別
に
大掛
り
な
足
場
を
組
立
て
た
た
め、
こ
の
足
場
を

利
用
し
て、
仰
ぎ
見
て
は
到
底
み
ら
れ
な
い
支
翰
板、
天
井
板、
虹
梁
な
と
に
残

さ
れ
て
い
る
文
様、
色
彩
を
調
査
し
た
の
で
あ
る。
金
堂
の
現
状
に
よ
り
足
場
の

関
係
か
ら
西
側
の
支
輪
板、
北
而
の
西
側
よ
り
の
部
分、
南
而
の
西
側
よ
り
の
支

輸
板
や
天
井
板
は
間
近
く
調
査
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た。
し
か
し、
可
能

の
範
囲
内
ま
で
接
近
し
て
調
査
を
行
い
写
真
撮
影
も
行
っ
た。

支
輪
以
は
四
隅
の
変
形
の
も
の
を

除
い
て
総
数
は
Zm
枚、
虹
殺
は
4

本
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
配
置
略
図
を

一不
す
と、
第
5
図
の
如
く
で
あ
る。

け

支
輪
以

A
ば
京
市
で
支
給
阪
は
二
十
枚
を

数
え
る
が、
金
而
制
一治
し
て
全
く
不

明
な
も
の
八
枚、
制
務
し
下
方
欠
損

し
て
い
る
も
の
二
枚、
他
の
十
枚
も

制
務
ひ
ど
く、
描
か
れ
た
も
の
の
全

様
は
到
底
判
ら
な
い.
し
か
し
ょ

く
見
る
と
供
養
仏
ら
し
き
も
の
の
天

衣、
坐
像
仏、
連
平一、
蓮
華、
飛
雲

と
必
除
さ
れ
る
も
の
が
み
ら
れ
る。

B
は
北
面
来
よ
り
の
所
で、
九
枚

を
数
え
る
が、
制
吋治
し
て
全
く
不
明
な
る
も
の
二
枚、
他
の
七
枚
に
は
運
茎、
宝

相
禁、
飛
雲
な
ど
が
A
と
同
様
の
状
態
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る.

C
は
薬
師
如
来
立
像
の
上
脊
而
に
あ
る
所
で、
十
悶
枚
あ
る
が、
全
く
不
明
な

る
も
の
は一
枚
で、
他
の
十
三
枚
は
A、
B、
D、
E、
F、
G、
H、
I、
J、

K、
L
の
何
れ
の
場
所
よ
り
も
保
存
が
良
い。
雲
を
錨
い
た
も
の、
卜一
方
に
正
而

向
き
の
仏
坐
像
下
方
に
通
業
を
描
い
た
も
の、
宝
桐
撃
を
附
い
た
も
の
な
ど
は
色

彩
も
わ
り
と
よ
く
残
っ
て
い
る。

D
は
中
尊
の
上
脊
而
に
あ
た
る
が
十
五
枚
あ
り、
今一
く
不
明
な
る
も
の一
枚
で、

8 
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他
の
十
四
枚
は
C
の
均
合
ほ
と
鮮
明
で
は
な
い
が、

飛
雲、

仏、

宝
相
輩、

主
菜、

蓮
茎
な
と
が
み
ら
れ
る。

E
は
千
手
知
音
立
後
の
上
脊
而
に
あ
た
り、

十
四
枚。

全
く
不
明
な
る
も
の
五

枚
で
他
の
九
枚
二
よ
仏、

宝
岡
市、

正
茎
な
ど
が
鮮
明
度
を
欠
き
之
が
ら
も
見
ら

-
HJ
λぺF

は
北
面
の
西
よ
り
の
所
で
九
枚
を
数
え
全
く
不
明
な
る
も
の
は
問
枚
で
他
の

五
枚
に
は
か
す
か
な
が
ら
宝
相
輩、

越
川市、

組
茎、

坐
像
仏
な
ど
が
見
ら
れ
る。

G
ば
凶
而
の
場
所
で
二
十
枚
を
数
え
る
が
十
五
枚
は
制
部
著
し
く
図
様
は
判
明

し
な
い，

北
よ
サ
の
五
枚
山内
純一
か
二
見
ら
れ
る
が、

そ
の
内
問円
以
ば
補
色
二
よ
る

直問的
提
bzwι口
調
企
概
要

第 6 1刈 支 給 桜

効
断水
で
あ
る，

補
色
さ
れ
て
い
な
い
一
枚
は
冨
小
供
安
仏
と
忠
わ
れ
る
図
様
で、

他
の
凹
枚
は、

宝
相
続十
が
二
枚
と、

下
二山
化
を
揃
き
す一
徹
の
仏
像
と
上
万一一
芸
を

帥捌
い
た
も
の一
枚、

下
方
二
週
茎
運
業
上
方
に
連
坐
に
坐
す
化
仏
を
同附
い
た
も
の

一
枚
と
な
っ
て
い
るs

H
山一一
南一
川
の
商
よ
り
の
均
所
で
九
枚
あ
る
が
八
枚
は
制H
m
ひ
ど
く
凶
隊
不
明、

一
枚
に
化
仏
ら
し
き
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
現
状
で
あ
る，

ー
は
千
手
陣
音
立
倣
の
前
上
方
に
あ
た
る
掲
所
で
十
阿
枚
を
数
え
る
が、

大
部

分
は
制
山治
し
て
闘
機
が
判
明
し
な
い。

政
て
求
め
る
な
ら
ゴ
飛
主
ら
し
き
も
の、

辿
茎、

山川い
惚
仏
ら
し
き
も
の
が
み
ら
れ
よ
う3

1
1
中
停
の
前
上
方
に
あ
た
る
川
で
十
五
枚，

ニ
の
十
五
枚
も
・情
ん
ど
別
得
ひ

ど
く、

世
か
に
部
分
に
使
る
も
の
か
ら
惟
測
す
れ
ゴ
化
仏、

一述
茎
な
ど
と
一忠
わ
れ

る
も
の
三
枚
を
数
え
る
の
み
で
あ
るa

K
は
薬
師
如
来
立
像
の
前
上
方
の
場
所
に
あ
た
る
が、

十
四
枚
あ
り
全
く
不
明

な
も
の
五
枚。

比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
る
も
の
1
宝
制
躍
の
二
枚、
市一点
中
供
hk
仏

ら
し
き
も
の
一

枚
で
あ
るa

L
は
南
而
の
点
よ
り
の
助
川
で
九
枚
あ
る
が、

刑
訴
越
し
〈
図
隊
の
判
定
が
可

能
な
も
の
は
二
枚
で
あ
ろ
う。
一

枚
は
宝
相
楽
と
思
わ
れ
一
枚
は
供
必
仏
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る.

以
上か
支
輪
以
の
概
観
で
あ
る
が、

C
以
外
の
場
所
は
剣山
治
も
院
し
く
図
様
も

正
確
に
は
つ
か
め
な
い
。
C

と
て
も
他
の
場
所
に
比
較
し
て
些
か
図
様
も
残
り
色

彩
も
色
調
を
保
ち
得
て
い
る
程
度
で、

こ
れ
を
も
っ
て
当
初
の
図
様、

色
彩
を
決

定
す
る
の
は
無
理
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い.

G
に
復
原
支
輸
阪
と
思
わ
れ
る
四
枚
が
あ
る
が、

こ
れ
に
よ
っ
て
色
彩
ば
参
考
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に
な
る
が
図
様
は
四
秘
類、

即
ち、

宝
相
撃
の
二
種、

仏
立
像、

連
経
を
も
っ
述

誠
に
坐
す
化
仏
の
他
に、

雲
中
供
養
仏、

飛
雲
な
と
か
考
え
ら
れ
て
図
様
は
ま
づ

六
種
類
が
拙
か
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か.

色
彩
は
わ
り
と
厚
い
胡
粉
地
に
緑
背、

，m
育、

丹、

た
い
し
ゃ、

黄
な
と
が

そ
の
主
制
を
な
し
て
い
た
と
忠
わ
れ
る。

支
輪
柱
に
も
彩
色
が
あ
るe

前
面
中
央
部
は
ほ
ぼ
等
間
隔
三
段
に
区
切
り、

さ

ら
に、

上
下
方
は
山中
央
を
あ
け
て
胡
粉
地
に
緑
背
彩
色
を
す
る。

全
部
の
支
給
れ

を
か
与
る
方
法
で
彩
色
し
て
い
る
が、

た
だ
例
外
的
に
L
の
三
本
の
支
輪
柱
に
は

八
弁
花
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
が
如
何
な
る
恕
山
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
6

そ
の

他、

絡
問、

首都
脱、

柱
頭、

斗
枚
に
も
は悦
彩
色
が
残
っ
て
い
る。

MH

虹

梁

虹
梁
は
四
本
あ
る
が、

下
か
ら
仰
ぎ
見
て
は
こ
れ
に
ど
ん
な
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
る
か
は
全
く
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う。

ま
こ
と
に
美
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
と
いい
説
的
な
俗
語
も
あ
っ
た
が、

調
査
L
た
結
来
は
あ
ま
り
に
も
無
惨
な
る
判

磁
の
現
状
を
し
り
え
た。

制
務
と
云
う
よ
り
も
む
し
ろ
故
意
に
す
り
山治
し
た
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
に
、

少
し
の
綴
跡
も
と
と
め
な
い
而
砧
が
あ
ま
り
に
も
多
い。

略
図
に一
示
す
@
の
虹
酬が
は
京
の
函
は
制
泌
ひ
と
く
全
く
不
明。

そ
れ
に
反
し
聞

の
面
に
は
当
初
の
準
鹿
さ
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
残
っ
て
い
た。

即
ち、

山中
央
部
に

宝
相
華
を
大
き
く
丸
文
厳
に
納
き、

そ
の
丘
布
に
恰
も
そ
の
宝
相
楽
を
棒、
げ
る
か

の
形
態
に
二
飛
米
を
拙
くe

判
官m
が
ひ
と
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が、

腰
部
に
ま

と
う
裳
は
ほ
父
原
型
を
と
ど
め
て
い
る。

か
な
り
-h砕
い
削
粉
下
地
に
墨
で」
ぷ
線
を

細
か
に
姉
き、

色
彩
は
茶
紫。

文
様
は
花
一変
火
様
が
鮮
明
に
出
さ
れ
て
い
る
の
沈

興
味
を
引
く
も
の
で
あ
るe

こ
の
虹
然
の
下
回
を
見
る
と、

山，
央
部
に
は
頭
を
つ
き
合
せ
た
二
専
を
胡
粉
地

に
忠一
線
で
描
く。

南
側
の
尊
像
は
米
向
き、

北
側
の
尊
像
は
西
に
顔
を
向
け
る。

北
側
の
尊
似
の
上
半
身
に
衣
の
一

部
分
が
残
っ
て
い
る
が
衣
は
塁
線
で
示
し
緑
背

の
椴
淡
に
よ
っ
て
衣
の
し
わ
を
表
現
す
る
手
法
で
あ
る。

両
端
に
は
宝
相
撃
を
拙

い
て
い
る
が、

南
端
の
宝
相
前十
は
最
も
よ
く
残
っ
て
い
る。

大
き
い
図
械
で
こ
れ

を
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
構
成
に
出
し
て
ま
こ
と
に
雄
大
で
あ
り
輩
出縄
と
云
え
よ
う。

胡
粉
下
地
に
線
背、

部
背、

然、

朱、

丹、

黄、

た
い
し
ゃ
な
と
の
豊
富
な
色
彩

を
駆
使
し
て
い
る・

@
の
虹
挑
の
東
よ
り
の
而
は
北
端
に
宝
相
撃
が
み
ら
れ
る
の
み
で
ひ
と
い
制
務

で
図
様
の
判
定
は
山
米
な
い。

西
よ
り
の
面
も
殆
ん
ど
判
務
し
図
様
は
明
確
に
み

ら
れ
な
い
が、

辿
咋加
の
如
き
も
の
と
天
衣
の
耐
え
り
の
ご
と
き
も
の
が
幾
っ
か
乱

れ
て
残
る。

下
面
は
@
虹
梁
下
回
と
問
機
に
中
央
に
磁
を
つ
き
合
せ
た
二
尊
像
を

10 
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揃
い
て
あ
る
が、
何
れ
も
上
半
身
の
輪
廓
の
み
で
南
よ
り
の
尊
倣
は
坐
像
ら
し
いョ

一

方、

北
よ
り
の

尊
像
は
左
手
を
頭
上
に
挙
げ
て
レ
る
よ
う
な
形
品川
と
思
わ
れ
る。

両
端
に
は
の
抗
策
と
同
様
に
宝
相
撃
を
揃
く
が
殆
ん
と
制山
治
し
て
よ
く
見
ら
れ
な

の
虹
撲
の
京
よ
り
の
面
に
は、

北
端
に
仏
坐
像
の
腹
部
の
み
が
残
っ
て
い
る
ほ

か
は、
何
も
み
ら
れ
な
い。

凶
よ
り
の
面
に
は
北
よ
り
の
部
分
に
天
衣
の
限
り
が

み
ら
れ
仏
坐
像
が
あ
り、

顔
而
は
剣
一治
し
て
い
る
が
胸
部
及
び
腰
部
は
残
っ
て
い

る。
十ぷ
紋
綿
は
巾訟
で
拙
き
衣
織
は
色
の
淡
淡
で
あ
ら
わ
す。
両
端
に
は
@
@
虹
栄

と
同
同僚
に
宝
相
撃
を
揃
く。
下
而
の
中
央
に
は
@
@
虹
叫が
と
同
じ
く
二
時
似
を
拙

い
た
と
思
わ
れ
る
が、
現
在
は
衣
の
一

部
分
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る。

両
端
に

は
宝
相
撃
が
拙
か
れ
て
い
た
が
今
は
刺…
治
し
て
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い。

@
虹
栄
は
凹
側
の
虹
然
で、
こ
の
虹
梁
は
他
の
三

木
の
虹
柴
に
比
べ
て
判
部
が

一
番
ひ
ど
い。
京
の
面
も
西
の
町
も北ハ
に
全
く
制い
治
し
て
何
の
狼
跡
も
な
く、
下

而
も
中
央
に
他
の
三
本
の
虹
援
に
見
ら
れ
た
如
き
尊
倣
は
見
出
せ
な
い

。

た
だ
陀

か
に
蓮
茎 、
一

群
の
笠
ら
し
き
も
の
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る。

回

天
井
板

天
井
板
に
は
全
部
に
花
文
様
が
見
ら
れ
る・
こ
れ
は
下
か
ら
仰
ぎ
見
て
も
は
っ

き
り
と
見
ら
れ
る
が、
八
弁
花
を
凹
ま
す
の
中
に
描
き
出
し
た
も
の、
文
様
の
外

縁
線
は
朱
で、

緑
育 、

群
育、

娘 、

黄
な
ど
の
色
彩
が
用

い
ら
れ
て
い
る。

可
成

り
の
部
分
に
わ
た
っ
て
補
色
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で、
ど
の
部
分
が
当
初
の
も

の
で
あ
る
か
正
雌
に
す
る
こ
と
は
些
か
困
難
で
あ
ろ
う 。

支
輪
板、
虹
梁
に
拙
か
れ
た
図
様
が
教
義
的
立
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
と

う
か。

ま
た、
そ
れ
ら
の
図
様
が
相
関
性
を
も
っ
た
も
の
か
ど
う
か。

た
と
え
教

山M
M加
提
寺
総ム口
調
究
板
前広

筏
的
立
陀怖
を
も
っ
て
い
た
に
し
て
も、
ま
た、
支
輪
板、
虹
濃
の
図
犠
が
述
閲
性

を
も
っ
て
い
た
に
し
て
も、

残
存
し
て
い
る
図
様
の
状
況
か
ら
は
立
論
は
む
づ
か

し
い

。

余
り
に
も
制
部
が
ひ
と
す
ぎ
る。
現
状
か
ら
抗
制
す
れ
ば、
そ
の
か
み
に

お
い
て
は
さ
ぞ
か
し
市
開んは
内
陣
荘
厳
で
あ
っ
た
だ
ゐ
うe

(
?
旧
公
夫〉

C 

仏

像

賠
如
侭
寺
金
堂
諸
像
と
は
中
央
本
尊
の
成
金ロ
那
仏
坐
像
と
五
本
尊
の
薬
師
如
来

立
像
と
れ
木
前吋
の
千
手
知山口
立
像
と、
こ
れ
等
を
と
り
間
む
進
法
神
の糾凡
夫
常
釈

.K
両
阪
と
凹
天
王一
良
倣
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が、

こ
れ
等
に
対

す
る
調
査
な
り
研
究
な
り
は
い
ま
ま
で
に
も
畿
度
か
お
こ
な
わ
れ、
ま
た
そ
の
成

以
に
も
か
な
り
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た。
し
た
が
っ
て
こ
れ
等
に
対
す
る
新
し

い
研
究
と
い
え
ば
、
よ
ほ
y-
厳
密
な
調
査
左
京
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
こ
れ
ら
奈
良

後
期
の
仏
倣
彫
刻
に
お
け
る
造
型
の
本
質
を
捕
え
る
こ
と
と、

防
相
提
寺
と
い
う

寺
の

特
純
性
を
で
き
る
だ
け
適
雌
に
抑
え
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ

で
当
研
究
所
と
し
て
は
先
年
か
ら
そ
の
新
研
究
の
一
環
と
し
て、
そ
の
研
究
対
象

の
精
絡
調
査
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が、

彫
刻
印
門
と
し
て
は
こ
の
金
堂
消
印悼
の

制
査
を
も
っ
て、
一

応
そ
の
基
礎
淵
査
を
終
っ
た
わ
け
で
あ
る。

し
か
し
こ
れ
が

こ
の
新
研
究
と
し
て
は
た
し
て
と
の
程
度
の
成
裂
が
上
げ
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
は、

ひ
と
え
に
今
後
の
研
究
を
・ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う 。
た
だ
こ

れ
は
す
で
に
先
年
の
調
査
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が、

こ
の

寺
の
木
造
彫
刻
と
い
わ
れ
る
大
部
分
の
も
の
が、
も
と
も
と
木
肌
を
そ
の
ま
ま
表

而
に
さ
ら
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て、
か
つ
て
は
そ
の
表
前
に
か
な
り
以
自

の
木
屑
漆
を
被
っ
て
い
て、
こ
れ
は
あ
る
観
方
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
乾
漆
像
と
い

11  
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う
方
が
妥
当
だ
と
恩
わ
れ
る
こ
と
で
あ
るe

金
堂
の
党
夫
・

術
釈
天
保
の
去
の
し

わ
や
飾
り
の
と
こ
ろ
の

造
作
な
ど
も、

明
ら
か
に
こ
の
特
殊
な
手
法
に
よ
る
も
の

で
あ
るe

そ
し
て
こ
ん
な
造
作
は
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
の
き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た

造
型
感
覚
に
よ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

唐
相
提
寺
の
彫
刻

は
こ
ん
な
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
た

し
か
め
て
み
た
い
の
で
あ
る・

(
小

林

剛}

古
文
書
経
典
等
の
調
査

今
回
調
査
を
行
っ
た
の
は
大
般
若
終
(
3

部)、
版
経
、

議
式
、

古
文
諮
そ
の

他
で、

写
経
お
よ
び
聖
教
類
に
つ
い
て
は
日
数
の
制
極
上
次
回
に
見
送
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
たe

な
お
す
で
に
昭
和
泊
年
に
調
査
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
一

部

再
調
査
を
行
っ
た
・

今
回
調
査
し
た
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
述
べ
る
余
絡
も
な
い

の
で、

ニ
こ
で
は
特
に
古
文
書
に
限
っ
て
述
べ

る
こ
と
に
し
た
い
。

当
寺
に
関
係

し
た
古
火
書
が
少
く
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に

八
幡
善
法
寺
、

大
覚
寺
『
桜
津
)
、
伝
香
寺
〔
奈
良-

そ
の
他
の
唐
知
提
寺
末
寺
の
文
書
が
多
数
減

さ
れ
て
お
り、

父
東
大
寺
文
書
も
十
六
通
含
ま
れ
て
い
る・

こ
れ
ら
の
中
に
は
史

料
的
制
値
の

高
い
も
の
も
少
く
な
い
が、

特
に
族同
法
寺
文
書
は
質問
単
共
に
豊
か
で

あ
る。

純
粋
の
唐
招
岡山
寺
文
書
は
奈
良
時
代
以
降、

近
般
に
至
る
ま
で
多
数
残
っ

て
い
る
が、

主
要
な
も
の
ほ
ほ
に
学
界
に
も
知
ら
れ
て
い
る・

そ
こ
で
一

郎
の
研

究
者
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
普
法
寺
文
沓
の
・中
か
ら
九
点
を
選
ん
で

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
割
愛
し
た
他
の
文
書
中
に
も、

内
容
的
に
こ
れ

と
円
倣
も
し
く
は
凌
駕
す
る
も
の
も
少
く
な
レ
が、

紙
数
の
郎
合
上
他
日
の
機
会

に
譲
る
こ
と
と
し
た‘
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山

威
儀
附
度
似
釜
直
前
取
状
(
.L八
永-
一
年
三
月
廿
同
日
)

談
前

釜
直
事

合
践
例
疋

a
乙
中

訟
河
四
十
疋
以
先
日
前
文

麻
布
参
胎
陸
端
代
参
百
六
十一兆

右
議
所
叶州
知
件

天
永
二
年
三
月
廿
問
日

威
儀
師
度
源

凶

普
法
寺
置
文
(
正
安
二
年
十
一

月
一

日
)



定
置

普
法
寺

可
早
以
弥
紡
寺
領
盟
前
回
大
好
羽
化 、
阪
永
代
ゐ
供
料
所 、
為
午〈
下
来
年

公

山
系
武
家
御
析
出・

始
自
今
年
一J
aU民
卜
一

川
一

円、

令
勤
修
長
H
謎
咋
供
技
法
事、

一

何
日
愛
染
明
王
誕
昨
一

時
同
不
附
供
恭一
法

一

初
日
光
明
日
言
准
隊
三
時

右
割
分
霊
代
相
伝
之
所
領、

寄
附
仏
陀、

先
f
μ
μ
行
法
之
供
料、

令
祈
我
願
折、

古
今
之
通
規 、
賢
忠
之
所
助
也 、
安
尚
治
名 、
也付刷出
累
梨
之
力
態 、
別一
十
宗
届
之

山市
用 、
所
祈
者一
一人
間ト博
之
伯
雄
也 、
話
寝
不
悌
結 、
所
念
者
花
治
抑
引
之
安
全

也 、
朝
刊h
抽
誠
一火 、
叶
神
風
之
故 、
己
遂
鐙
務
之
前
途
柄 、
叶
虫
芯
之
政 、
所

全
相
い
之
朝
恩
山、
一
友
利
徳、
一
志

皐
息、

可
制祁
可
謝
者
敗、

凶
葱、

或
以
数
筒

之
妨
筒、

六川
附
当
山、

始
世
長
日
之
助
行、

或
組
救
二
字
之
緋
院、
-AV
止
住
僧
尼、

川
寄
進
坊
領
之
上、

電
以
寺
側
大
野
井
山、

永
容
進
当
寺、

以
付
乃
は
相
宛
供
料、

始
自
今
日
限
米
米
際、

ト何
日
可
動
修
愛
染
明
王
破
防
一

時
M
不
断
供
技
法、

此
隔

非
他
事、

侃
いい併
為

金
約
R
主
主
林
宏
ね.
大
下
泰
平
山、

ハ
為
閥
主
尚
消
息
阿久
安

思
古河
命
長
述
子
息
繁
日什
也、

以
彼
供
料
之
余
剰、

科
目
三
時
可
令
動
修
光
明
真一一
行

謎
館 、
其
故
者 、
二
時
行
法
名
為
二
親
何
脱
他 、
先
一川
先
批
忽
感
長
日
批航
行
之
的

利 、
立
現
満
月
円
朋
之
相
好 、
今一
時
之
能
削除
者 、
為
尚
清一
身
之
得
説 、
依
此

行
法
之
力、

必
遂
西
方
級
栄
之
住
詣、

可
列
上
ロ間
新
成
之
拙
史
階、

仰
願
三
宝
ぷ
如

来、

京
態
我
閥、

伏
乞

八
椛
大
昔
隊
納
受
此
誠、

相
続
門
跡
之
子
孫、

不
可
成

料
所
之
進
乱、

止
住
寺
院
之
僧
侶、

不
可
有
行
法
之
退
転、

逃
期
怒
尊
之
出
伏、

可
砧
滋
摩
之
燕
修、
の
定

置
之
状
如
川ハ

-

1111
(
後
欠 ‘
以
下
別
の
案
火
に
よ
り
補
う)

-一、

正
安
弐
年
行
十
一

月
一

日

法
抑
制民
オザ
総
合
孤
立
概
要

J
j

c
口
ν
川
立
E
4

けは
肉 .
プギq
fi--J
4

問

中
忠
町
砕
府
侍
所
一山
司
山
名
時
氏
心本
書
案
(
貞
和
二
年
十
一

月
八
日
」

宇
佐
弥
物・
守
徹
豊
前
回
金
国
保
総
本
行
日門
防、

領
家
職
事、

訴
状
側
兵
如
此、

上

fa

 

野
弥
次
郎
押
領一玄
々 、
早
任
雑

引いて所
帯
下
知
状 、
沙
汰
付
之 、
岐
起
治
之
前 、
可

紋
注
申
之
状 、

依
仰
執
述
如
付

貞
和
二
年
十
一

月
八
円

太
平
少
弐
殿

t
f

 

j一五
守
日
H
叫刷い
中十

凶

豊
前
国
人立
国
保
雑
学'
n
昌
主
言
上
状
案
(
貞
和
三
年
五
月
日
」

八
締
宇
佐
弥
軌
寺
領
立
前
因
企
図
保
紙
本
行
昌
述
定
常
上、

(
御
沙
3

欲
阜
市一
様
口
口
口
じ
汰、

μ
依
違
背
筋、

且
任
御
新
法己
肉、

市川
被
成
下
厳
密
御

下
知、

於
年
々
抑
留
仏
利
用
物
者、

如
員
数
被
札
返
金
士可
用、

致
御
祈
向
精

誠、

以
当
保
持
丸
々引
地
頭
HW
醐
弥
山
郎
聴
防
跡、

為
川
岡
上
崎
地
回
弥
次
郎

刺
位、
号
閥
所、
称
被・
宛
行、
背
鋭
西
採
泌
総
州
下
知
弁
領
家
地
問
和
与
状

等、

当
名
制限
山家
方
問
白山
屋
敷
駅句、

就
抑
領
依
訴
出刷、

任
雑
手
所
得
下
知
状、

可
沙
汰
付
由、

去
年
コ
和
十
一

月、

川氏
被
成
下
御
ボ
科
於
守
型
大
平
小
弐
方、

依
然
迎
行
実、

弥
及
続
妨
狼
籍、

難
堪
子
細
事

刷
進三

通

鎖
西
下
知
弁
和
与
状
等
来
正
和
二
年
十
一

月一一一
日
間
月
廿
二
日

間
三
年
九
月
九
日

各
先
進
撃

一

通

御
下
知
状
祭
点
和二
年
十一
月
八
日

右
輔
世
背
鎖
西
下
知
弁
和
与
中
分
状、

令
抑
領
当
保
内
得
丸
名
之
次
第、

先
度
具

13 



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

言

上

畢
、

依

之

任

雑

本

所

帯

下

知

状
、

可

沙

汰

付

之

曲
、

去

年

十
一

月
、

仰
{
寸

説

大

宰

少

弐
、

脱

被

成

下

御

奉

曹
、

無

遊

行

笑

之

問
、

弥

致

続

妨

狼

籍
、

+一寸

用

問

乏
、

勤

行

及

違

乱

之

条
、

冥

慮

難

測

之

次

第

也
、

然

者

早

重

経

急

速

之

御

沙

汰
、

旺

任

管

之

御

祈

法

之

旨
、

且

以

違

背

之

錦
、

被

成

下

厳

重

御

教

昔
、

所

押

領

之

凹

畠

屋

敷

山

ハ

年
々
U

(

仏
)

と

野

等、

悉

被

打

波

寺

家
、

至

口

口

口

口

口

神

用

物

等

者
、

如

員

数

被

札

返

之
、

全

ヰ寸

用
、

歪

輔

世

者
、

被

召

出

其

身
、

被

行

所

当

之

省
、

停

止

向

後

寺

領

之

牢

筒
、

欲

致

御

祈

祷

之

精

誠

失
、

の

重

言

上

如

件

貞
和
三
年
五
月

日

間

室

町

悲

府

侍

一山

所

司

山

名

時

氏

ポ

苫

案

(

貞

利

三

年

八

月

十

八

日
)

(制前世HU〉

「
重
御
下
知
集

金
問
保
内
旬
丸
名
制一

貞利一日一

」

豊

前

国

金

国

保

雑

ヰ

口

口

申
、

上

野

弥

次

郎

抑

領

々

家

職

由

事、

重

訴

状

如

此
、

先

度

被

仰

下

之

処
、

不

事

行

云
々
、

不

日

可

沙

汰

付

雑

卒
、

救

起

詰

之

調
、

可

被

注

市
、

使

節

猶

緩

怠

者
、

可

有

其

科

之

状
、

依

仰

執

迷

如

件

貞
和
三
年
八
月
十
八
日

伊
豆
守
在
刊

大

祭

少

弐

殿

附

尼
円
妙
屋
敷
売
券
(
貞
治
六
年
十
二
月
十
九
日)

売

波

屋

敷

壱

所

在

域

内

東

一知担…
一致
一一
周
寸

四
至
限
凶
大
道
刻
限
東
際
目

限
南
際
目

限
北
際
目

右

件

の

屋

敷

者
、

故

対

馬

法

橋

菩

基

手

よ

り
、

息

女

尼

円

妙

説

得

と

こ

ろ

な

り
、

し

か

る

を

要

用

あ

る

に

よ

て
、

宛

直

銭

壱

賞

参

百

文
、

筑

後

法

眼

御

房

に

さ

り

わ

た

た

し

て

ま

つ

る

も

の

な

り
、

本

文

書

者

建

武

動

乱

之

時、

社

頭

の

御

倉

に

を

き

て
、

み

な

み

な

令

紛

失

候
己

て

の

為

後

代
、

宮

中一寸

図

師

問

所

之

註

判

を

相

副

侠

上

者
、

更
ニ

わ

つ

ら

ひ

あ

る
へ

か

ら

す

候
、

但

木

役

こ

は
、

毎

年

封

戸

米

間

升

よ

り

ほ

か

に

は

さ

た

な

く

候
、

mu

先

券

之

状

如

件

貞
治
六
年
十
一

月
十
九
日
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尼

円

妙

(

花

押
)

大

法

師

宗

源

(

花

押
)

左

術

門

尉

平

秀

継

(

花

押
)

間

細
川

政
元
徳

政
制
札
案
(

永
正
元
年
九
月

品川
日)

(削咽前抵抗)

一

御
法
徳
政

正
文
ハ
郷
中
ニ
打
之
」

利
川
殿
御
高
札
穿

徳

政

法

之

事

一

為

上

意

芥

屋

形

之

儀
、

天

下
一

間

之

徳

政

也

一
絹
布
類
十
二
ヶ
月
免
位
月

一

金

物

廿
ヶ
月

一

武
具
廿
四
ヶ
月

父

子

二

人

子

迄

行

上

者
、
一
質

物

借

銭

米

等
、

不

可

有

別

沙

汰

者

也

右

此

条
々
、

有

違

背

讃

者
、

発

向

在

所
、

一

段

可

処

罪

科

者

也
、

の

所

定

如

.，喝，
、

，aT，

 

永
正
元
年
九
月
品川
日

在

原

朝

臣

長

治

在

判

附

室

町

幕

府

奉

行

人

連

署

奉

書

家

〈

十

月

二

日

|

永

正

元

年
ヵ
)

〈折紙総桐世相)

「
御
法
徳
政

公
方
御
下
知
案正文ハ
社務-一
在之」



就

今

度

徳

政

之

儀
、

所
々

郷

民

等、

号

土
一

授
、

社

辺

境

内

以

下

及

物

公
一勺
、

言

語

道

断

次

第

也、

日山

詮

於

質

物

品市
、

{寸

高

札

之

旨
、

主

間

借

物

者、
一
五

銭

主
、

云

他

主
、

企

参、
治、

任

ぽ

許

可

給

御

下

知
、

此

上

納

背

制

法、

ト何

日脱

怠

之

族

者
、

可

処

厳

科

之

上

阜市
、

存

知

其

段、

可

制

触

凹
ケ

郷

判

諸

抑

制

之

山
、

「山

被

仰

山

之

状

'引up
ρl

十
月
二
日

ね
房
在
判

長
限
萩
判

ナ山
川
水
八
MUWM

l
zt
I
‘I

 

牧必
刻U
H一
川
村
利
λハ十

けB

問

主

川

幕

前

半

行

人

辿

持

制

札

京

(

永

正

元

年

十

川

二

日
)

{
悩
市民
HH)

一

御
法
徳
政

公
方
御山口川
札
山条
文

正
文
ハ
性
拍
ニ
布
之
」

定

徳
政
法

訂
清
水
八
桃
山沼
山
上
山
下
山以
内
弁
諸
神
領
等

一

土
台
以
下
於
質
物
者、

以
穏
似
之
俗、

白
昼
可
取
之
事

一

歪

訪

偽

物

木

物

己

下

者
、
一
宮

銭

主
、

云

借

主
、

A1・

参

浴、

可

経

沙

汰

事

右

条
々
、

被

定

世

之

上

者
、

務

有

背

規

矩

之

説

者
、

可

処

厳

科

之

由
、

所

数

仰

下

也
、

の

下

知

如

件

永
正
元
年
十
二
月
二
日

倣
位
三
持
制
叫刊
す住
判

断
中{
寸
一半
朝
臣
在
W

22
一

通
右
と
同
文
の
案
文
あ
り 、

時
す〉

(
出

小

庇
抑
制飢
寺
総
合
調
査
概
要

四

屋
五
の
調
査

稔、J

白
川相
悦
寺

は
、

そ
の

寺
以
内
よ
り
発
見
し

た
尽
瓦

類
を、
多
量
に
収
集
し
保
存

し
て
い、
るε

こ
の
資
料
は、

奈
良
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
い
た
る
ん什
時
代
の
毘
瓦

を

大

体

網

羅
し

て

お

り
、

創

位

以

来

今

日

ま

で
、

法

燈
の

絶

え

る

こ

と
の

な

か

っ

た
同
寺
の
各
時
代
に
於
け
る
訪
堂
の
造
引
や

修
恕
を、

ひ
い
て
は
寺
自
体
の
消
長

を

し
め
す

資
料
で
あ
る。
今

回
の
綜
合
制
査
に
あ
た
っ
て

は
、

昭
和
白
年
9
月
に

行
っ

た

予

備

調

査
の

結

以

を

誌

と

し

て
、

川

守

片山

政

す

る

会

資

料

を

殺

到

分

類

し
、

さ

ら

に

寺

外
の

蒐

集
口
叩

を

も

参

照

し

て
、

陸

相

提

寺

一山

問

屋

瓦
の

分

類

と

型

式
設
定
を

行
っ
た。

府
知
舵
寺
が

現
在
保
存
し
て
い
る
毘
瓦
は、
主
と

し
て

軒
丸
瓦

(
H

S
個
体)

と

粁

平

瓦

(
M

g

例

休
)

と

で

あ

る

が
、

他

に

沿.
斗
の

九

瓦
・

平

瓦

や
、

間

M出
・

鬼
瓦
・

向ドペ
会
・

服
振
・

而
戸-
K
な
ど
の
泊
川ハ
瓦
を
合
ん
で
い
るE

こ
れ
ら
の
資
料

の
う
ち、

礼
立
・

宝
般
の
修
四
工
事
や
南
大
門
の一
円
挫
工
事
の
際
に
出
土
し
た
も

の

が

や

や

ま

と

ま
っ

て

い

る

他

は
、

個
々

に

・寺

域

内
の

各

一山

か

ら

発

見

し

た

も
の

が

大
部
分

を

占
め
、

さ

ら
に
故
近
ま

で
使
用
さ

れ
て

い
た
毘
瓦
で、
修
制仙
の

際
に

銘
な

ど
念
発
見

し
て
、

保
存
用
と

し
て
取
り
降
し
た
も
の
も

合
ん
で
い
る@

軒
丸
・

軒
一半
瓦
の
う
ち、

奈
良
時
代
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
白
磁
と
幻
聴
で
あ
るe

そ
の
う
ち
第
9
図
l
の
珠
文
縁
複
弁
八
楽
蓮
都
文
軒
丸
瓦
と、

珠
文
縁
均・
斉
唐
草

す入
粁
一半
瓦
の
一

組
が
最
も
顕
著
で
あ
る。

共
に
大
粧
の
迷
子
や
珠
文
を
有
し、

東

大
寺
式
と
呼
ば
れ
る
粁
瓦
の
文
織
の
先
駆
的
な
型
式
を
示
し
て
い
る。

こ
の
こ
と

は
、

個
体
数
の
比
率
を

主
視
で
き
な
い
と

し
て

も
、

こ
の

型
式
の

も
の
が、
同
寺

所

肢
の

奈

良

時

代

粁

瓦

小
で

最

も

多
い

こ

と

と

共

に
、

制

建

時
の

製

作

を

傍

証

す

15 



京
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
綴

る
の
で
は
な
か
ろ
う
かs

唐
招
提
寺
に
京
圏
文
系
の
組
合
せ
の
粁
瓦
が
存
在
す
る
こ
と
は、

従
来
か
ら
知

ら
れ
て
お
り、
一
三
重
閣
文
軒
丸
瓦
2
積、

問
霊
園
文
軒
丸
瓦
1
mm
と、

そ
れ
と
組

合
わ
さ
る
室
園
文
軒
平
瓦
2
税
が
見
ら
れ
る，

そ
の
軒
丸
瓦
ば
い
ず
れ
も
瓦
当
部

背
面
の
作
り
が、

創
建
時
の
軒
丸
瓦
ょ
っ
視
雑
で
あ
り、
川川…
顎
の
軒
平
瓦
も
同
除

で
あ
っ
て、

皆
創
建
以
降
の
製
作
と
見
ら
れ
る，
た
だ、

長
問
符
跡
出
土
の
同
系

粁
瓦
と
絞
ベ
て、

本
寺
の
も
の
は
瓦
当
面
の
彫
り
が
深
く、

太
く
鋭
い
圏
線
を
有

L、

長
岡
宮
跡
の
も
の
よ
り
は
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
へ
第
9
図
2)3

ま
た、

創

建
以
降
の
奈
良
時
代
の
も
の
と
し
て、
三
彩
制
を
施
し
た
刺
丸・
折
半
瓦
が
あ
る。

両
者
共
軟
か
い
黄
灰
色
の
素
地
に、

濃
緑
色、

白
色、

納
色
の
鉛
納
を
施
し
た
小

形
の
瓦
で
あ
る。
こ
れ
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
三
彩
紬
の
薄
手
小
形
の
九
・
平

瓦
も
採
集
さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
場
所
が
す
べ
て
講
堂
の
周
辺

特
己
そ
の
北
方

で
あ
る
こ
と
ユ
注
目-一
値
す
る，

3 

以
上
の
創
位
以
降
の
奈
良
後
期
末
の
瓦
の
他
に、

創
位
以
前
の
時
期
の
瓦
も
き

た
発
見
さ
れ
て
い
る。

そ
の
一
は
底
市
文
也憾
の
山中
一跨
の
大
き
い
波
弁
八
策
蓮
花
文

粁
九
瓦
と、

抑鮪
幽
文
珠
文
縁
偏
行
唐
草
文
粁
平
瓦
の
組
合
せ
へ
第
9
図
3)
の
も

の
で
あ
っ
て、
こ
れ
ば
山田
知
提
寺
創
也
以
前
巳、
こ
の
地
二
か
か
る
瓦
を
使
用
し

た
他
物
が
伝
在
し
た
こ
と
を一
示
す
も
の3

他
の
一

同十
城
宮
式
と
呼
ポ
れ
る
型
式

の
一
鮮
で、

そ
の
う
ち
己
は
本
寺
の
講
堂
と
し
て
う
っ
さ-
A
た
一千
城
%
の
朝

仙笠宮.

の
瓦
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ら
うョ

平
安
時
代
に
属
す
る
軒
丸
瓦
ば
日山
積、

同
軒
平
瓦
は
四
積
で
各
時
期
の
も
の
が

あ
る
が、

第
9
図
5
の
軒
丸
瓦
が、

創
往
時
の
も
の
を
校
し
た
文
様
を
有
す
る
も

の
で、

他
に
見
る
べ
き
も
の
が
少
な
い。

鎌
倉
時
代
に
属
す
る
軒
丸
正
に
は
蓮
華
火、

花
発
文、

宝
wm
文、

巳
文、
文
字

文
等
9
種、

判
平
瓦
に
は
官
背中
文、

剣
頭
文、

連
珠
文、

巴
火、

文
字
文
等
川崎】
純

が

あ

る
。

第

四

図

6

の

だ

捲

三

巴

文

軒

丸

瓦
ly
ス

珠

支

縁

唐

明

文

軒

平

瓦

は・

鎌

倉

16 
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的
問
の
一

組
で

あ
り
、

特
に

そ
の

粁
一半
4
1

Mハ一
制
寺
一
一
-hn
げ
る
佳
久
年
間
の

型
式

こ、
一
四

大
寺
東
港
二
人

ら
れ

る
は古
川内

年
間
の

型
式。
こ
の

中
間
一
」

位
ナ

る

丈
隊
を
有

す
る
か
ら、

礼
設
の

修

造
さ
れ
た
住

仁
年
間
頃
の

製
作
と
な
し

得
る
。

第
叩

凶
7

の

寺
中引
を
ぷ
わ
し
た
一

組
や、

8
の

泌
議
文
と
陪
市
文
の
一

組
は

鎌
倉

後
期
の

も

の

で、

金
作七
点

明
尽
を
追
っ

た

元
千
年
間
頃
に

佼

置
づ

け

得
る
で

あ
ろ
う
か
。

室
町
時
代
以

降
の

軒
丸
瓦
は

旧

日側、

悶
軒
平

瓦
は

沼

植
が

あ
り
、

う
ち
室
町

時

代
の

粁
丸

瓦
は
巴

文、

文
字
文

等
7

Mm、

粁
平

瓦
は

庇
草
火、

山却
水
文、

巴

剣一
m

h
父、

文
字
文
加や
お

純
を

数
え
る

沼
山

閃
9
の

だ

捲
三
巴
文

軒
丸
五
と
苅
水
文
粁

平
正
と
の
一

組
は
、

南
部
諸

大
寺
に
み

る
応
永

年
間
の

郡山

式
と

同
じ

も
の

で

あ
る
。

以
後
に

江
戸

時

代
の

瓦
は

品川
知

少
く、

幕

府
に
よ

る
元
円昨
年
聞
の

修
恕
の

際
の

も

の
が

大
平
を

占
め

る
。

第
叩

閃
刊
の

寺
名品
化
表
わ
し
た
一

組
は

そ
の
一

例
で

あ
る
，

そ
の

他、

道
只
瓦
の

中
で
は
、

鬼
瓦
の

放
の

多
い
こ

と
が

期
を
で
あ
る
。

日

側

阪口
同伯
提
寺
川絡ん日
明刈
在
縦一
一渓

体
の

山花
正
の

う
ら
7

側

体
1

奈
良
後
則
な
い

し
平
安

初

則
の

も
の

で
あ
り
、

高
女、

品
川
~
、
ら
い
の

ち
の

?
っ
刊一m

の
J~

?

三
、
6

型式
二

分

+・
・
つ
れ
る

こ
の

う
右

主

脱
出

土
の

そ
れ
は

怪

獣
の

金
・劫
を
あ
ら
わ
し

た

型
式
で
、

ヂ
城
J引け
跡
や
楽
一州

寺

山
土
の

迎
式
の
.

段
く
ず
れ
た

も
の

で

あ
る

こ
の
ほ
か

南

大
門
同
組
工

事
に

伴
っ
て

発

見
さ
れ
た

桁
弘
前
瓦
は
、

前
径
Z
m
、

以
さ
2
m

の

円
仮
状
の

も
の
で
、

こ

れ
に

右
斜
を
向
い

た
以
而
を
あ
ら
わ
し
た
珍

ら
し
い

も
の

で、

4
ケ

所
以

上
の

釘
穴
が

穿
た

れ
て
い
る
.

怪
先
.九
と

す
る
に
は

大

き
く、

山
土

場
所
が

南
大
円
で

あ
る
こ

と
か

ら
三

棟

造
り

切

実
の

陣
下

一的
の

以

に
つ

け
た

飾
り

瓦
と
考
え
た

以

上
唐
招
提

寺
に

所
践
す
る
尾
瓦
の

主

要
な
も
の

に
つ

い
て

版
刷附
し
た
@

個
々

の

資
料
に

関
す
る

詳

納
必
記
述
に
つ

い
て
沈

後
日
の

木
仰刊
行
の

際
に

行
う

予

定
で

あ
る
。

(
附

川

流

弘)
nU
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彫

刻

の

調

査

と

研

究

経

過

一
、

俊

采

房

車

川仰

の

研

究

俊
乗
一即
位
制聞
が
東
大
寺の
復
興
事
業
を
挑
巡
す
る
た
め
二

消
阿で
働い
た
仕
事の
数々
は 、
彼の
南
無
阿
弥
陀
仏
作
品脅

rg
 

彫
川刈の
凋
伐
と
研
究
経
治

鉄湯釜 (1荷l 山f�i�:i寺JJI:)

取にkgわ
め
て
洋
網二
書
き
伐
さ
れ
て
い
て 、
その
実
際
を

い
ま
に
よ
く
う
か
が
うニ
と
が
で
き
る ・
た
だ
その
中で 、

い
ま
の
附
山
県に
合
ま
れ
て
い
る
は川
小
と
備
前の
岡
田の
こ

と
は 、
例
え
ば
作
詩
集に
も

的
中
別
所

ゆ
土
堂

中日
的
沖
宮

神
宮
寺
食
品計
御
似
合

山応
酬附
堂

川川
前
回
常
行
堂

凶
山川
大
山向
Mm

山内且
原
庄
政
光
寺
山問
屋

国
中
泊
中守
修
造
什
二
所

と
あ
る
だ
け
で 、
こ
れ
等
が
は
た
し
て
ど
こ
に
あっ
た
もの

か 、
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
てい
な
かっ
た ・
し
か
し
こ
の

頃
滅
研
究に
お
い
て
は
か
な
り

早
く
か
ら 、
山川
中
別
所
をい

まの
省
側
部
-HH
AV.
町
に
あ
る士口
仙
律
神
社の
附
近に・』
れ
を

役
定
L 、
ま
た
備
前
常
行
堂
をい
まの
御
津
郡一
宮
村の
古

川川
博
彦
神
社の
境
内に
その
逃
祉
をた
し
か
め 、
さ
らに
ま

た
仰前
国
府の
大
湯
屋
がい
まの
岡
山
市
渇迫の
浄
土
寺に

該
当
す
る
もの
で
あ
る
ニ
と
をた
し
か
め
て
い
た ・
し
か
し

な
おこ
の
備
中 、
備
前
両
国の
こ
とに
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら

ない
とこ
ろ
が
た
く
さ
ん
ある
の
で 、
三
十
五
年
度に
おい

て
は
主
と
し
て
こ
の
両
国の
こ
と
を
調べ
て
み
た ・
その
結

果
と
し
て 、
ま
ず

第一
に士口
備
津
神
社
に
あ
る
十
一

面の
菩

美

術

工

芸

研

究

室

・

彫

刻

必日
間
の
小
の
八日
聞
は、

い
わ
ゆ
る
雌
限
和
伎
の
十日
い
悠
統
を

か
な
り
よ
く
伝
え
た
もの
で
あ
る
が
や
は
り

鎌
品川
初
則
頃の

二
十
五
菩
際
米
迎
耐の一
部
で
ある
こ
と
が
般
定
さ
れ 、
し

た
がっ
て
こ
れ
が
お
そ
ら
く

霊
源に
よ
る
航
中
別
所
浄
土
堂

に
関
す
る
遺品
で
は
ない
か
と
般
世摂
さ
れ
た ・
次の
お二
は 、

金
山
寺
(
附
山
市
金
山
寺)
に
か
な
り
数
多
く
停っ
てい
る

卜u
文
お
綴
で、

ニ
の
小
に
辺
久
凶
作
(
一
一

九一
二
)

六
月
の

金
山
寺
住
僧
等
解一
通
が
あ
り 、
こ
れの
袖
仲間に
仮
説
自
筆

の
外 .胞
と
花
抑
と
が
あ
る
こ
と
に
よっ
て 、
ニ
の
金
山
寺
が

辺
派に
よ
る
「
(
仙
前〉
問
中
増加
守
修
造
日二
所」
の
小の

一
寺で
あ
る
ニ
と
が
知
ら
れ
た ・
な
お
第三
は 、
能
川州
十J
枇

(
総
社
市川
県
尾
新
山
)

の
欽
川間
後
で、

ニ
れ
は
径
六
日八
一

寸

余 、
高三
尺
五
寸の
き
わ
め
て
大
形
な
もの
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く 、
その
恰
川町
や
造
作
が
周
防
阿
弥
陀
寺の
鉄
則仰
笈に

ひ
じ
よ
うに
よ
く
似
て
い
て 、
ニ
れ
が
や
は
り
瓜
狐
ゆ
か
り

の
もの
で
は
ない
か
とい
うこ
と
が
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る .
ニ
れ
等は
た
し

かに
抗
狐
研
究に
沢
市
な
資
料
を
加
え

得
た
もの
と
信
じ
て
疑
わ
ない .

二
、

明

民

一皆

様

川以

前ザ

の

研

究

邸内
正
苔
統制川
崎吋の
研
究
も
荒
川郎
研
究
と
同
除に
その
研
究

対
象
が
ひ
じ
よ
う
に
数
多い
の
で 、
その
広一
純
資
料の
調
査

だ
けに
で
も
な
か
な
か
ひ
ま
ど
る
わ
けで
あ
る
が 、
本
三
十

玄
包
即時
に
お
い
て
ば
戊
ゴ
次
の
上
う
な
官、
の
か-
調
有
し
た・
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京
良
川
立
文
化
財
研
究
所
年
報

す
な
わ
ち
そ
の
第
一

は、

制問
尊
の
本
出向
岡
大
寺
の
大
肌…
中〈
立

像
で、
こ
の
像
は
寺・
体
(
行
実

年滞)
に
よ
る
と、
建
治
二

年
(一
二
七
六〉
九
月
に
仏

師善
春
が
叙
尊
の
命
に
よ
っ
て

造
っ
た
も
の
と
体
え
ら
れ
て
い
る
が、
た
し
か
に
そ
の
餓
え

は十日
く、
例
の
あ
ま
り
肥
満
L
て
い
な
い、
す
っ
き
り
と
L

た
形
安
を
し
た
大胆…
天
で 、
作り
も
か
な
り

手
型的
な 、
し

か
も
き
わ
め
て
お
だ
や
か
な
手
法
を
もっ
て、
か
え
っ
て
生

彩
の
あ
る
表
現
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る‘
な
お
こ
の
品開

に
は
そ
の
出陣
内
日
か
な
り
多
く
の
納
入
物
が
あ
る
ら
し
い
の l\Y.'cË;.太子{象頭ffl�内 ïfii (疋州 守'1'術後坊〕

で 、
次の
機
会に
そ
れ
等
を
凋
保
す
る
こ
と
が
で
きる
よ
う

仏
期
待
し
て
い
る 。
次の
第二
は 、一五
興
寺
昭開
業
幼の
聖
徳

太
子
臨時で 、
よ
れ
ば
ニ
の
像の
修
県内」
際
し
て 、
そ
の政
部

内
か
ら
ぶ
阪
の
お
さ
え
ぶ
そ
の
他
二
日必
さ
れ
た
熱
血両
や
二
訴

の
小
さ
な
木
造
五
輪
栴
な
ど
が
見
出
さ
れ
て、
，-
れ
等
に
よ

っ
て
こ
の
倣
が一
一州、
板
前吋
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る
二
と
が

た
し
か
め
ら
れ
た・
そ
の
第
三
は、
小
ぽ崎市
院
会副
・HH
山
内
新

制限
町)
で 、
こ
の
守に
は
か
つ
てJλ
氷
十
年
(一
二
七一二〉

に
叡
絡
の
徒
の
良
制限
や
倹
海
な
ど
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
泊
旅

寺
釈
迦
像
な
ど
も
あ
っ
た
が、
い
ま
は
見
る
か
げ
も
な
く
絞

れ
は
て
て
い
る・
し
か
し
こ
の
寺
は
な
ん
と
い
っ
て
も
平
安

初
期
に
必
命
僧
正
な
ど
の
似
し
た
名
初
で
あ
り、
ま
た
小
叶い

に
叡
坊
に
よ
る
真・・『ロ
作
宗
の
教
え
を
よ
く
怖
え
た
と
こ
ろ
で、

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
知
る
人
も
な
い
が、
こ
こ
に
か
な
り
数
多

く
の
中
世
の
校
仲間一h
m
池宮
が
欣
枕
さ
れ
て
い
る，
本
年
度
は

た
だ
そ
れ
等
の
存
在
を
硲
話
し
た
斜
度
に
止
め
た
が‘
ふr
筏

機
会
合」
見
て、
がん
に
よ
く
そ
れ
等
の
.わ
構

法
制周
を
凋
tw.
L
た
い
と
思っ
て
い
る暗
そ

の
第
四
は、
三
暗黒
県
下
の
律
宗
関
係
寺
院

で 、
こ
れ
に
は
無
益
事対
福
寺
を
は
じ
め
と

L
て
宝
級
寺、
不

動寺、
川市
皐守、
長
隙

寺 、
悌
勝
寺 、
徳
月
寺 、
金
仙
寺、
側一
肌ハ
寺 、

'削
+府
中守
等
が
あ
る

そ
こ
で
本
作
度'」
ば

ニ
の
中で加五山一
世勾
悩
守〔
上

野
市
卜

仰い)

と
金
仙
寺
ハ
上
野
市
比
日
岐)
と一
悩
浮
か

ハ
鈴
山花
市
主
魁
町〉
と
の
訓
伐
を
い同
ニ
え

っ
て、
多
少
の
叡
時
関
係
山人
材刊
を
見
出
L

た ‘
こ
れ
も
今
後の
調
在に
期
待
す
る
と-』
ら
が
わへ
きい

藤
原
彫
刻
の
研
究

務
保
彫
刻
の
研
究
は、
昭
和
三
十
一

年
度
以
院
の
研
究
に

よ
っ
て一
ま
ず
そ
の
造
立
年
次
な
ど
が
た
し
か
め
ら
れ
る
民

健
資
刊
り
凋
貨
を
終
っ
た
の
で、
小中
三
十
五
年
度
に
お
し
て

は
主
と
し
て
和
様
の
形
成
に
も
っ
と
も
大
き
な
安
本
と
な
っ

た
と
叫
わ
れ
る
奈・民
地
方
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
レ
地
域
の
除

以
前
捌の
作
例
を
と
り
上げ
てみ
たe
す
な
わ
ち
れ
船
守
の

阿
弥
陀
如
米
臨時
を
は
じ
め
と
し
て、
六
波
山肌
叫以上J
十平
常一
の
奈

川剛
如
来
像 、一疋
興
寺
阪
楽
幼
本
堂の
附
弘
陀
如
来
臨時 、
法
附照

小守
講
堂
の
楽
削
三
崎
臨時、
薬
師
寺
の
文
殊
芸
品同
臨時、

市げ山叩
聞州

中刊の
薬
師
如
米
臨時 、
山m
MM
寺の
似
彫
十二
仙川
将
倣
等の
如
き

も
の
で
あ
る・
こ
れ
等
に
よ
っ
て
和
係彫
刻
の
も
つ
む
和
な

柔
味
の
あ
る
表
現
と
い
う
も
の
が、
隊
小人
山人
的
に
い
か
に
発

長
L
て
し
っ
た
も
の
で
あ・む
と
か、
そ
ん
な
隊
式
を
つ
く
り

上
げ
て
い
る
耐の
構
成・
六

は
た
し
て
ど
ん
な
造
作
を
純L
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て
い
る
か
と
か、

そ
し
て
そ
ん
な
造
烈
を
も
と
め
た
川
代
の

惑
覚
を、
そ
の
願
主
な
り
作
不
な
り
がT
こ
う
し
て
的
っ
た
か

と
レ
う
よ
う
な
ニ
と
を
考
え
て
入
た一

こ
れ
に
は
い
ま
す
ぐ

に
こ
こ
で
結
論
を
山
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が、

も
う
すF」

し
多
く
の
頬
似
作
例
の
比
較
に
よ
っ
て、

か
な
り
耐
白
い
結

川ー
が
で
る
の
で
は
な
し
か
と
別
仕刊
し
て
い
る巳

日、
・-
tr
kJ
℃
ニ
トロ
f
'
Dh
ι-
R
L
H
nJ
肝
Z

HL
h到4主HHd-
a
F-h『4hw;t引μ伝同
d\「州叩ぜノ

附
自
本
彫
刻
作
家
研
究一
般

弘
前
花
町
二
討
す
る
主
眼
仏
川州
ハリ
引
先
主、
山
川
二
も
直
べ

Jz
l
f1
i
f- -
U
1 4
{{ l
:
l
l
t
「 4

た
よ
う
に、

主
と
し
て
説
存
作
例
の
あ
る
門
家
す
な
わ
ち
院

氏、

院
時問、

・民
行、

院
段、

脱
出仙、

院
泊、

院
倍、

法
妙、

-h
修、

院
以、

院
階、

院
内川、

院十V
勺

院
'旬、

パAAM-、

院
宮、

民
主口、

覚
件、

院
制問、

日A
.砕
等
に
つ
い
て、

こ
れ
を
トロ
こ
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が、

本
年
度
に
お
い
て
は
む
し
ろ
ニ
れ

与
門
家
法
の

史
料
を
鋭化九
す
る-」
と
に
つ
と
め
た圃

彫
刻
の
湖
訟
と
研
究
経
過

た
わn
'
』
の

研
究
己

注
閉
す
る
も
の
と
L
て‘

必
一
比
一-一

旬

(
一
一

じ

ご

乙
仏
削
仏
忍
が
治
っ
た
湯
川
川
仇
日K
巾司

会川

良
県-
内
土日
野
村)

の
小人
六
本
持
品開
や、

い
つ
頃
造
ら
れ
た
も

の
か
わ
か
ら
な
い
も
の

な
が
ら、

鎌
倉
の
名
医
快
段
の
予
が

げ
た
正
々
UM
(し
弘船
出川
宇
治
問
原
町)
の
不
動
川
正
像
州か
を

川
氏
し
たe
ニ
の
小
で
快
殴
の-
小
品判
明
王
肋聞
は
そ
の
隙γ八
乎

法
共
二
き
わ
より
て
飢
餓
寺
の
不
動
明
王
像一」
よ
く
似
て
い
て、

ニ
れ
浮い
か
同
一
日
家
の
子一い
成
っ
た
も
の
で
あ
る
ニ
と
は、

だ
れ一日
で
も
す
ぐ
に
わ
か
る.
こ
と
二
そ
の
念
悠
形
と
し
て

や
や
い同
と
な
し
す
ぎ
る
表
現
ゃ、

.3
災止を
巧入
に
ニ
な
し
た

子
法
点、、

前
倣
をb
ざ
わ
め
た
仙川
41
彩
色
な
と
は、

や
は
り
決

山恨
の

判
色
を
よ
く-
ボ
し
た
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し

だ
ゐ
うa

な
お
二
の
臨時
ニ
主
快
復
の
械
は怯
の
銘
は
な
し
が、

そ
の
合
内
に

ト引
此
十午
A1
μ引
火
川
弘
日比
山仰
快
従
之
作
也

仙川
内・
十寸
五
大
院
同
H山
之
川川
御
た
弁

悲
?ノ~

EG
TE -、Hn叫リ
麦
、・従
事
む
と

叫け/l附岐サ，h
tlfh Irh w
au-J

yh
在細川4UM別行目4

-F

 

Lh叶ωーし止ふい州
当
院
川
村
炎
上
之

:，寸らF11ya-
-il

川
御
山m
，L甘

，、，、，、書」工、，-川HリdH1hF-
2a・川ur--aBra

JJゾMMM刈7・4
H
uht
h叶
lMv
i
--

七
H
4中
修
浩
之

中川
正
三
年
引
五
月一一一
日

山す

法
印
権
大
凶附
昨川
実
済同十六段

記
お
比刊
少
僧
初
公
海二十九

州
側
a
m郡一
内コヘ
大
J品
川灯
均三十じ

小動Iljl�E{象 CIE 舟|淀〕

と
の
削指
刀
修
凶は
加
が
あ
り、

と
日
か
く
二
れ
て--
の

像
を
一

応、

快
ほ
の
作
と
州
え
る，
』
と
が
で
き
る

そ
し
て
ニ
の

U

WL
三
年
(一
山
ス
二)
一日，}
の
火
炎
光
背
と
批叫
ん付
仰
と
を
術

作
し
た
の
が、
ぃ
附
w帥山
州
市八
〈
た
か
ま)

仰一
川
の
大
点
灯
怖
で

あ
っ
た
ニ
と
が
知
ら
れ
る
の
も
卯・
味
を
ひ
く・

.
ム、

そ
の
他
の
調
査
研
究

ー、

役
号
制州
ιH・

ドU一
寺
と
は、

い
ま
れ
件
小守
と
L
L、

奈・
μ
凶M
M
井
市
川説eい

あ
る
白
川
で、

此
町川
に
川VJ
皮
仰
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る・

こ

の

守
は
か
つ
て
山
く
ぷ
良
川
代
に
MM
守
符
楽
院
と
呼
ば
れ
た

も
の
で、
一
一必
に
は
京
大
寺
の
開
山
良
介
僧
.止
の
川
生
地
と

も
係
え
ら
れ
て
レ
る・

二
の

止寸
の
本
柑叶
は
品開い
け川ム
ハ
パ
問
寸
八

分
の
一

木
造
り
の

“地点
的
如
米
す一
阪
で、

干
潟片
初
則
の

叫仲
川刈
と

し
て
か
な
り
は
る
べ
き
も
の
で
あ，
ω
ニ
と
ほ、

す
で
巳
一

部

の
も
の
二
知
ら
れ
て
い
る
-』
の
斗一い
ま
だ
すF」
し
出
な
す

べ
き
文
化
川
が
あ
る
の
で、

いは
引
山
の

州q s叫
に
よ
っ
て、

そ

れ
山中
を
一

応
湖
配
し
た・

そ
の
トー
な
る
口
川
H
は
次
の
泊
り
で

&
め甲
山U.一、

地
山肌ZU
併
す
倣
及
納
へLA
N

一
、

似
絵
三
友
淀
川門
川削
除
(
原
品開
l
鎌
'R
ぷ
カ〉

一
、

似
絵
三
伝
統
仰
向
像
(一
正
一ほ
十
年
公
使
間
以)

一
、

則
正
五円
併
叙
阿
保

一‘
闘
雌
十五
同
十
一附

一、

木版
彩
色
不
動
川
正
耐
品開
(
京山
弘
海六
十
九
歳

決3

一
、

不
動
三
時
州
品開

一
、

箆
荒
州
路
町市
山
竹
林
守
米
山
ぷ
一

巻
(
延a
V一
六
年

3i 
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如
逮)

一 、
古
版
木
類

な
お
こ
の
寺の
鋲
守
笠
山
神
社の
神
像
は 、
興
津
彦
神
と
奥

津
綬
神
と
の一
円回目
像
で 、
こ
れ
が
亭
保
十
七
年ハ一
七
三
二)

に
清
水
隆
康
に
よっ
て
造
ら
れ
た
もの
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る 。

2、
元
性
院
調
査

元
性
院
と
は 、
京
都
府
宇
治
田
原
町
奥
山
間に
あ
る
然
名

の
小
別
で
あ
る
が 、
こ
こ
に
藤
原
時
代の
年
記
が
あ
る
大
般

若
経
を
伝
え
て
い
る
と
の
こ
と
で 、
そ
こ
の
住
職
佐
藤
芳
宏

師の
要諦に
よっ
て
その一
部
を
調
査
し
た
が 、
た
し
か
に

その
中
に
は
永
治
二
年
(一
一
四
二)
を
は
じ
め
と
し
て
仁

安
二
年
ハ一
一
六
七〉 、
嘉
応
元
年
(一
一
六
九円
治
承
悶

年
ハ一
一
八
O〉
等の
奥
諮
が
あ
る
もの
が
か
な
り
あっ
て 、

こ
れ
は
ま
た
他
日
ゆ
っ
く
り
と
測
班
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
もの
だ
と
思
う 。

3 、
活
吉
野
村
調
査

こ
の
調
布一は
奈
良
県
吉
野
郡
西
吉
野
村の
教
育
委
員
会
の

姿
請
に
よっ
た
も
の
で 、
岡
村
内の
立
川
波
辻
堂 、
正
林
寺

(
川
岸〉 、
国
光
寺
(
陰
地〉
等の
文
化
財
を
ご
く
簡
単に

調
査
し
た 。
こ
の
中
で
注
意
すべ
き
も
の
は
闘
光
寺
の
定
専

上
人
坐
像
で 、
こ
れ
は
木
知諺
色 、
像古同二
尺
六
寸
の
まこ

と
に
本
格
的
な
尚
像で
あっ
て 、
造
立
も
お
そ
ら
く
室
町
初

期
を
下
る
もの
で
は
ない
と
思
わ
れ
る 。
し
た
がっ
て
こ
の

像は
真
宗
関
係の
肖
像
と
し
て
もっ
と
も
古
く 、
ま
た
す
ぐ

れ
た
もの
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ない
だ
ろ
う 。

(
小
林

同Ij、、J



昭
和
お
年
度
調
査
研
究
概
況

ー 、
唐
招
提
寺
総
合
調
査
(
美
術
工
芸 、
建
造
物 、
歴
史
研

究容。

2 、
平
城
宮
崎即
発
旧制
調
査
(
述
造
物 、
歴
史
研
究
室〉

以
上の
概
要に
つ
い
て
は
本
文
参
照 。

3 、
大
和
条
思
制の
調
査
研
究
(
歴
史 、
挫
造
物
研
究
{さ

平
城
京の
粂
坊
制
を
切
に
す
る
た
め
に
は 、
川中に
京
内に

止
ら
ず 、
広
く
大
和
国の
糸
抱一
制
と
関
述
させ
て
研
究
を
進

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る 。
こ
の
た
め
ま
ず
大
和
国の
条
盟

制
資
料
を
蒐
集
経
理
す
るこ
と
と
し
た
が 、
お
年
度
に
おい

て
は 、
特にパ
ン
チ
カ
ー
ド

利
用
に
よ
る
文
献
資
料の
蒐
集

に
主
力
を
注い
だ .
カ
ー
ド

作
削肢
が
終っ
た
の
は
大
日
本
古

文
書
中の
東
大
寺
文
苫で
あ
る 。

4 、
電
気
比
低
抗
法に
よ
る
以
蹴
泣
跡の
調
在
(
建
造
物 、

歴
史
研
究
{さ

こ
の
調
査
は
電
気
比
低
抗
法
に
よっ
て
地
下
回
政
治
跡の

状
態
を
探
知し
よ
う
と
す
る
も
の
で 、
測
定
に
は
横
河
電
機

製
作
所
製
L
l

m
型
大
地
比
抵
抗
測
定
則市
を
使
用
し
た 。
ま

づ
昭
和
お
年4
月 、
既
知の
逃
跡
(
既
に
発
掘
調
査
済〉
飛

鳥
寺か
ら
岩
手
し
た 。

そ
の
目
的
は
電
気
探
査の
結
果
と
号制
調
査の
結
果
と
を

照
合
す
る
こ
と
に
よ
り 、

既
知の
逃
跡
が
どの
よ
う
な
数
値

又
は
図
表
と
なっ
て
現
わ
れ
る
か
を
検
討
し 、
どの
程
度
探

査
が
可
能
で
あ
る
か
を
倹
討
す
る
に
あっ
た 。
そ
の
結
mxか

な
り
有
効
な
補
助
手
段
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至っ

た 。
そ
こ
で
昭
和
お
年ロ
月
東
大
寺
知
足
院
庭
園
逃
践
を
探

査
し
た
所 、
滝の
石
組の
下
方
に
於い
て
地
山
が
約
印
纏
下

がっ
て
お
り 、
池
か
流
れ
様の
もの
L
存
在
を
総
定
し
得
た

し 、
一
部
試
旧制
に
よ
り
その
実
際の
状
態
を
も
砿
認
し
得
た 。

つ
Hふ
い
て
昭
和
お
年1
月
法
金
剛
院
庭
関
遺
跡で
探
査
を
行

っ
た
が 、
現
存
す
る
池
を
含め
て 、
旧
国
池は
か
つ
て
滝
下

ま
で
の
び
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た .
こ
の
結
果
は
問
中守
所

蔵の
古
幽
に
も
符
合
す
る
も
の
で
あっ
た ・
現
在
の
所
遺
跡

の
篭
気
探
査
は
ま
だ
実
験
段
階
に
あ
り 、
解
析の
結
果
得
ら

れ
た
電
気
的
数
値
と
遺
構
と
の
相
関
関
係
を
求
め
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
が 、
今
後
数
多
くの
事
例に
当
れ
ば 、
や
が
て

よ
り

正
確
な
結
栄
が
則
符
さ
れ
る
もの
と
考
え
ら
れ
る 。

5 、
仁
和
寺の
研
究(
美
術工
芸 、
建
造
物 、
脱出
史
研
究
室)

昭
和
お-
M
前
年
度に
わ
た
り 、
仁
和
寺
所
蔵
古
文
3・

聖教
頒の
調
査
を
行っ
て
来
た
が 、
お
年
度に
お
い
て
は 、

文
部
省
科
学
研
究
費交
付
金
を
得
て 、
京
都
国
立
博
物
館に

協
力
し
て
広
く
仁
和
寺の
調
査
を
行っ
た
(
研
究
巡
回
「
仁

和
寺に
お
け
る
美
術
史
料の
調
査
と
そ
の
研
究」
研
究
代
表

者
京
郷
国
立
博
物
館
学
芸
課
長
梅
津
次
郎
氏〉 。
当
研
究

所
よ
り
参
加
し
た
の
は
森
潟 、
杉
山
信一二 、
守
回
公
夫 、
田

中
稔の
凶
名
で 、
そ
れ
ぞ
れ
仁
和
寺
境
内
お
よ
び
庭
闘
氷山
室

の
実
測 、
仁
和
土寸
前
段
〈
品川
聡
伽
患
遺
跡
発
明
工
芸
品 、

古
文
訟
寺
誌
資
料の
調
託
研
究
を
行っ
た 。
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1 、
美
術
工
芸
研
究
室・
彫
刻

概
要
は
前
掲の
ご
と
く
で
あ
る。

2 、
美
術
工
芸
研
究
室
・

工
芸

附
和
初
年工
芸
室が
発
見
し
同三
十
六
年三
月
間
主
に
桁

定
さ
れ
た
唐
招
抗
寺
レ
l
ス
に
本
年
度
は
材
質
の
物
迎
学

的 、
化
学
的
検
討
を
加
え 、
大
陸との
連
関
性
を
笑
苛Eし
得

て
研
究
の
最
終
段
階に
漸
く
迷
し
た.

能
衣
裳
と
小
袖の
研
究の一
部
と
し
て
伊
丹
市
の
前
凶
一家

に
所
放
さ
れ
て
あ
る
能
衣
袋、

能
而
の
調
査
を
実
施
し、

尖

測、

脱
出材、

調
書
作
成
を
な
し
た・

前
回
家
の
衣
袋
お
よ
び

能
而
は
年
代
的
に
は
江
戸
初
期
よ
り
中
期
頃
迄
の
作
品
で
あ

る
が、
依
存
よ
く
作
風
も
秀
れ、
その
年
代の
代
表
的
作
例

と
見
ら
れ
る
もの
が
多
く
近
世
初
期
に
お
け
る
能
衣
装、
能

而
の
好
資
料
で
あ
る。

又
前
々
よ
り
舎
利
係
お
よ
び
凶
子の
研
究
を
行
っ
て
い
る

が 、
お
年
度
に
お
い
て
も
引
続
き
判
官立
研
究
を
進
め
た・
こ

の
ほ
か、

伊
勢
市
教
育
委
円以
会
の
依
般
に
よ
り
伊
勢
市
内
の

美
術
工
芸
作
品
の
調
査
を
し
た。

3 、
建
造
物
研
究
室・
泣
跡
庭
闘

建
造
物
研
究
室
追
跡
陀闘
班
で
は、
か
ね
て
か
ら
南
部
消

大
寺
寺
地
利
査 、
小
田川
迷
州
及
び
その
流
派
に
よ
る
他
築
健

闘の
研
究
を
行っ
て
来
た
が 、
昭
和
お
年
度
に
於
て
は
左
記

調
査
を
行
っ
た e

4
月

知
思
院
庭
闘
の
実
測
訓
査

5
月

滋
賀
県
庇
鋭
的
佐
治
家
川
政
小
川州
述
州
関
係
古
凶

古
文
甘いU
等
調
査

昭
和
お
年
度
調
査
研
究
概
況

6
月

山則
前
寺
川
境
内
山犬
訓
制州
在

7
月
旧一
J衆
院
ハ
然
災
地
裁〉
災
削
洲
士試

7
1
9
月

春
日
神
社
皮
内
を
含
む
奈
良
公
凶
災
訓
制
抗

7
1

ロ
月

山
wm
提
寺
旧
民
内
実
測
調
査

8
月

二
条
娘
二
の
丸
・民
闘
実
測
刑制
査

9
月

大
徳
寺
大
仙
院
・惚
闘
実
測
制州
在
(
大
仙
院
方
丈
陪

附
修
理
工
事
に
開
述し
た
判
官江〉

昭
和
初
年
3
月

総
伽
山
ハ
凶
カ
院
山
城
跡)

尖
測
調
11

4 、

建
造
物
研
究
・み
・

建
築

制
解
体
位伊
川祉
に
伴
う
制
約 一

法
隆
寺
東
主
に
引
い机
き 、

奈
良
県
教
有
委
員
会
に
よ
っ
て

実
主
の
併
体
修
照
が
行
わ
れ、
建
築
室
は
そ
れ
に
協
力
し
たe

安
定
の
古
材
か
ら
旧
小
子一
加
の
部
材
が
発
見
さ
れ、
その

紡
川市 、
京
室
(山
大 .m〉
の
1

窃
2

間に
対
し 、

又
首
組の

川
浩を
もっ
1.m山
3
川の
小
子
房
が
知
ら
れ 、
また
発
仰に

よ
っ
て 、
旧
小
子
が
は、

東宝
に
よ
り
近
レ
位
世
に
平
行
に

悠
て
ら
れ
て
い
た
も
の
が 、
室
町
附
代
に
来
に
制附
さ
れ、
さ

ら
に
磁
長
6
年
に
現
本
地
に
刻
般
を
鮒
少
し
て
杓
辿
さ
れ
た

"」
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た 。

同
四
オザ
僧
房
跡
の
調
査

指
定
史
償
問
寺
の
指
定
地
域
に
絞し
て、
その
東
側に
防

火
用
貯
水
制
設
情
工
事
が
行
わ
れ、
総
石
を
発
見
し
た。
京

都
府
教
安
の
委
嘱
を
う
け
て、
設
位
地
点
の
み
に
限
り、
お

年
6
月
に
建
築、
考
古
共
同し
て
調
査
し
た.

法wm
は
叫仰
定

緋
掌の
東に
あ
り 、
南
北に
長い
梁
間
3
附の
迎
物の一
部

で
こ
れ
は
僧
初
と
考え
ら
れ
る。

.h
鳥
羽
離
宮
跡の
発
似
調
査

名
神
高
速
度
道
ぬ
が
木

治跡
を
過
ぎ
る
の
で、
お
年
度
に

こ
の
泣跡
全
体の
地
形
調
査
を
行っ
た
が 、
工
事が
骨拍
手
さ

れ
た
木
和十
肢
に
は
路
線
中
及
近
傍
の
逃
跡
を
お
年
7
月
と
ロ

刀 、
お
年2
月の
3
次に
わ
た
り
先
制州
潤
査し
た ・
その
結

川末 、
さ
きに
北
殿
跡
と
批
定され
た
地
点は
鴨
河の
汎
政で

泣
跡
は
仔
在
せ
ず、
十川
殿
跡
に
は
明
紘
な
も
の
な
く、
問
中

殿
跡に
は 、
僚
を
数
き
常一一ね
基
礎
地
業
とし
た
建
築
社
三ケ

所
が
の
こっ
て
い
る
こ
と
を
放
出
し
た 。

5 、
鹿
史
研

究室・
考
古

一新
山民一
路
ヰ寸
の
発
制
調
査

大
阪
府
出
問
林
市
新
盆
廃
寺
は、
前
年
の
予
備
調
査
に
よ

っ
て
瓦
新
法
泊
が
発
見
さ
れ
て
い
た
が 、
昭
和
お
年
9
・

m

月、

大
阪
府
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
本
調
訟が
行わ
れ、
考

十H
・

辿
築
.耐
笠
が
こ
れ
に
参
加
し
た e

発
出制
結
来、
南
北一
直
線
上
に
応・
金
Au--が 、
その
商
に

前
記
疋
お
法
問
を
も
っ
仏
政
が
あ
り、

ま
た
金
堂
北
に
も
一

辿
物が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た・
な
お、
類
例
を
み

な
い
桁
刊
形
極
先
瓦
や
先
而
文
隅
木
議
瓦
が
出
土
し
た・

6、
歴
史
研
究
室・
古
文
部

前
年
度
に
引
絞
い
て
興
稲
守
一山
政
の
士山
文
3、

経
典
穎
の

調
査
研
究
を
行
っ
た@
ま
た
西
大
北寸
文
お
の
調
査
に
も
着
手

し、
一

部
に
つ
い
て
別
査 、
写
真
山
影
を
行
っ
た 。
7
月
に

は
毎
日
新
聞
社
に
よ
る
高
野
山
文
化
財
総
合
調
査
に
参
加
し、

話
宝
館 、
宝
亀
院 、
桜
池
院 、
飯
島
光
院 、
常
普院 、
天
徳

院、
不
動
院
その
他の
古
文
書
典
籍
頬
を
調
査
し
た
が 、
多

く
の
刷出口川
が
見
ら
れ
た.
ロ
月
に
は
文
化
財
保
議
委
員
会
に

よ
る
東
寺
御
拶
盆
倉の
宋版一
切経
測
有一に
協
力
し
た 。
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
要
項

研

究

発

表

A

税

総

1 、
昭
和
三
十
五
年
六
月
四
日
(
於
本
所〉

紋
近
の
平
城
宮
跡
発
剤
別
殺
に
つ
い
て

工
藤
去
な

乎
向
山
神
社
宋
物
に
つ
い
て

んす
凶
公
夫

2

昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
七
日(
於
現
地〉

平
城'
宮
跡
発
抑
調
査
総
比口
会

3

昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
六
日(
於
現
地〉

平
成
宮
跡発
抑
制州
市此
報
告
会

B
展

観

1 、
昭
和
三
十
五
年
六
月
四
日
〈
於
本
所)

手
向
山
神
社
宝
物
お
よ
び
平
城
宮
跡
発
捌
山

土
法
物

2 、
附
和
三
十
五
年
八
月
二
十
七
日(
於
現
地)

平
城'

宮
跡
発
捌
出
土
遺
物

3

昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
六
日(
於
現
地)

平
城
宮
跡
発
搬
出
土
泣
物

組

織

文
化
財
保
訟
法
抜
務

\
昭
和
ご
十
五
年
五
月
三
十
日J

/
法 -
律
第
一一
一

凶
号\

第
二
寸
条

委
員会
の
附
属
機
関
と
し
て
文
化
財

専
門
審
議
会 、
悶
立
博
物
館
及び
悶
立
文・
化
財

研
究
所
を
置
く ・

第
二
十
三
糸
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

浅

野

山川、

鈴

木

町副

官

浅

野

消、

MV

山

信

三

坪

弁

消

足、

鈴

木

京
士口

務

総

坪

井

出削

足、

鈴

木

嘉

吉

小
林

剛 、
守
m
公
夫

浜

町

降、

杉

山
二

刈

，仁

lJ、
.レr

←十、
ふW

トト

第
九
附
(
川
原
寺
発
締
調
査
報
告)

附
中~
♂
Y
時
闘

が
ち

5
」

}\
平
城
宮
跡
(
第
一

次
)
飛
鳥
板/一

杉
山、

坪
井、

鈴
木一

ヨ
膝

UM
イ
Hf

務
宮
伝
象
地
発
抑
制
査
純血口
」一
川問
中ハ
磁) 、
附
m l
uh
本

昭
和
三
十
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
交
付
金
に
よ
る
研
究
「川川M
Ml岡山間四川引

代同ー同一

日
本に
現
存す
る
朝
鮮
美
術 、
建
築 、一
総
合
研
究

一
級

苑

鍛

一
考
古
学
資
料
の
盤
思
と
研
究

一

一

一
文
化
史
上
に
お
け
る
興
正
蓄
隊
淑
均

一

一

一

の
研
究

一

俗
的
研
究
一

ト

一

|
特
に
そ
の
進
守
造
仏
を
中
心
と

一

一

一

し
て
l

一

一

Il � キ1:

研

究

3ラ

物

果

成

相j

Fr

 

，2

 

度

柄、

名

昭
和
二
十
九
年
度

京
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第一
間(
仏
師
巡
燈
の
研
究)

問

第
二
川(
修
学
院
離
宮の
復
原
的
研
究)

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第一
山(
南
無
阿
弥
陀
仏
作
響
的措
出版
製〉

副知
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
三
間(
文
化
史
論
法)

奈
良
図
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
二
川(
間
大
寺
恨
噂
伝記
集
成〉

附
利
三
十
年
度

昭
和
三
十一
年
度一
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
四
冊〈
奈
良
時
代
僧
幼
の
研
究)

昭 1lI:l 昭
和 利 和
十 十 十
四 三 ニ

2 2 2 
|司 同 同 同

第
五
山(
飛
鳥
寺
発
御
絢
査
報
告〉

附山中ハ
附(
中
位目
ぽ
闘
文
化
山人〉

第
七
間(
削列
福
寺
食
主
発
掃
湖
t江
川削
告〉

第
八
附(
文
化
史
論
波〉

IffJ 

昭
和
三
十
五
年
度一
同

同1

40 

組

者

当

1'， 

J1
休

側

彩

縦

四
沢

H一

小
林
剛 、

務総 、
杉
山
信
三

川

小
一

郎

問

中

陰

小
林

剛



表
・を
行
到。

2
悶
立
文
化
財
研究
所
の
名
称
及
び
位
慨
は.

定の
通りと
する.

一li
l
引
1
1
1111
制
!一
位
民
十

一

東京凶
立
文
化
財
研
究
所
一
東
京
都
一

一

奈良岡
立
文
化
財
研
究
所
一
奈
良
市
一

3

問ぷ
文
化
財
研

究助
に
は
支
所
を
何
く
こ
と

がで
きる・

4
凶立
文
化
財
例究所及び
その
支所の
内都

組織は、
委
民会
規
則で
定めるa

奈
良
同
立
主
化
財
研
究
所

組織税
制似

ヘ
附
和
二
十
七
年
三
月・J『ヤ十
五
HJ

f
文
化
削
除
必
委

日
会
総
則

節
五
分
」

ヘ

治

不

昭一
一

九、

六
、

二

均
約
一

号
改・
此
/

f

附一一一
六
、

九、

一

玉川
引
二

分

改
正
\

〈作品
良
悶
立
文
化
財
研
究所
の
組
織〉

第一条
内川良川立
芋語研究所の所
常事務

を
分
川下
さ
せ
る
た
め、

際務
剤師
及
び
次の一一一
山中一

を
依
く"，F而

王
お
側
剛山山UL

雑記-
物研
究
家

僚
史
研
究出

ハ庶務採
の
所
常
事務U

第
二
条

庶務
課
に
お
い
て
は、
左
の
事
務
を
つ

か
さ
ど
る。

一
、

別
に

文
化
財

保

排他愛

員会
か
ら

受

任
を

受

け
た
縄
開
に
お
け
る
職
以
の
人
事
に
関
す
る

こ
L』・

二、
公
文

樹新加
の
機

早渡
ぴ
公
印
の

符叩
そ
の

他
庶
務
に
閲
す
る
こ
と・

一一一、
総
波及
び
収
入
の

予針、
決
算
そ
の
他
会

計
に
関
す
る
こ
と。

四、

行政
財

皮及
び
物
ロ
閉
め

管
理
に

閲
す
る
こ

井、

古品、

職
員
の一
裕

利厚
生
に
関
す
る
こ
と・

六、

前
k刊
号
に
掛

げ
る
も
の
の
ほ
か
‘

他
の

所

常に
泌
し
な
い
が務
合
処
到
す
ゐ
こ
と .

(美
術
工
芸
研

究主
の

所品川削

併務)

第一一一
条
去
術工
山公
研究
吹に
おい
て
は、
絵州、

彫
刻、
工
装
品、
代打
跡その
他
山地
治
物以
外の

・有
形
文
化
財
扱
び
に
工

京、九術
に
附
す
る
間
夜

研
究
設びに
その
紡
mAの
北円
及
川A
び
活
用に
関

す
る
事
務
をつ
か
さ
ど
る ・

(
処必
物
研
究
集の
所
吹

事務)

第
四
条

市地
造
物
研

究議
に
お
W
て
は、建
治
物

に
関
す
る
凋
・任
研
究
滋
び
に
そ
の
結
川本
め
北口
及

及び
活
用に
関
ずゐ
事務をつ
か
さ
どゐ。

ハ
服
史

研究

虫
の
一防
法

事務
U

招
五
糸

阪
史
研
兜
援
に
お
い
て
は、

考
古
及
び

史
跡に
関
する
潟
持研
究遊びじ
その
結
果の

枇旧
及
及
び
話
別
に
関
す
る
事務
を
つ
か
さ
ど
る。

附

則

こ
の
観
測は
昭
和二
十七
年四
月一
日
か
ら
施
行

する.
(
附

則禁
昭
二

九
、

七
、

一

興行
J

昭
三
六
、

九、

二
ハ

旅
行
」

職

員

(
昭
和
三
十
六
年九
月
現
住〉

所

属
一

氏

名
一

行

級

制

均
一

I
l-
-斗
小i
紘

J
削→
刻
制
捌
制
|
制
吋
1
1
1
1
1一

庶務
線一
仲間
本
辰
純一
文部事務官
課長一ハが務
総山市二

一

紺

野

栄
一

向

係

長
-

3

務
一

号
一

一
鈴
木
康
子一
同

一
ハ問
符
資
料
二

一
波
n
義
尚一
主税負

一
定首相会計)

一

一
丹
以

前
次

白川
務ハH

(
筏
仰・
会
計〉一

一
杉
本
敏
開一
自
動
記地
転
手

一
(
拠
開
ほ
削)
一

一
桃
川
辰
次
郎一
一川
初
日以

ハ
雑

仰い円)
一

一
渡
辺
衆
労一
研
究
補佐
日(
非
常効)
〈
川今

日
二

一

償

問

的

子
ト

ザ
務

補

佐
日以

〈

よ

市

二

美

術
仁

芸
+

守

凶

公

夫
一

文

泌
技
ぜい

ん
町一

公
，

F
γム

お

こ

一
研
究
家一
m
能
付
忠
紘一
川川

ハ松

岡
ニ

一
長
谷
川
流一
技
術
納
住
民

一
(
彫

州間
二

建
造
物
王

山ね一
為
替

去一(
議・
南)一

研
究
室一
彰
山

信
一
二
間

人
法

第
二

←
鈴
木
U品川
土n-
間

二
川

)一

一
工

藤
主
京一
技
術
口

一
円
附

〉
一

一
小
川
将
来一
技
術
補
佐けは

(
巡
跡・
隆
同)一

足
仔

HI一
研
究
民
へ
大
阪
市
立J
(
辿

築)一

←(非
常勤
戸
大
小
数回鉱\-

一

椛本他治郎
二リ人相巾技行
計長←ハ宅
前)一

党

坪
井
出的
足一
同

一
(
向

〉一

問
中

稔←
同

一
〔
古
文
書
二

山

中

琢一
技
術
品

一

(考

古
こ

問
問
茂
弘一
技
術
補
佐員

三
尚

こ

等
間
以
憲一一川

一(同

〉一

河
原
純
之一
一附

・一
ハ
倒

こ

狩

野

久
一
研
究
円以〈
非

常鋤〉

(
古
文
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