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平城宮跡第48次調査溝出土木器(%)



平城宮跡第51次調査発掘遺構 主馬寮（SB 5955) 南より

一乗谷朝倉氏館跡発掘整備状況 昭和43年度 東より
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緒

1=1 

ふ
る
く
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
和
は
ま
さ
し
く
国
の
ま
ほ
ろ
ば
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
夏
、
急
逝
さ
れ
た
故
小
林
剛
博
士
の
あ
と
を
う
け
て

研
究
所
に
着
任
し
て
か
ら
、
わ
た
く
し
が
、
日
々
心
根
に
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
風
光
の
や
わ
ら
か
さ
や
美
し
さ
だ
け
に
よ
っ
て
、

い
う
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
、
文
化
を
創
造
し
持
続
し
た
志
へ
の
共
感
に
よ
っ
て
、

る
数
々
の
文
化
遺
産
を
と
お
し
て
み
え
る
文
化
の
い
と
な
み
で
あ
り
、
か
つ
は
大
和
の
た
ぐ
い
な
い
風
土
を
育
て
あ
げ
た
力
で
も
あ
る
。
大
和
は
、
そ
う

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
志
こ
そ
は
、
こ
の
地
に
っ
た
わ

し
た
文
化
と
風
土
と
の
す
ぐ
れ
た
調
和
に
よ
っ
て
、
い
ま
も
な
お
、
国
の
ま
ほ
ろ
ば
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
、
そ

の
志
な
り
調
和
な
り
へ
の
共
感
に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
今
日
、
研
究
の
仕
事
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。

一
つ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
構
え
と
し
て
、

日
々
の
た
ゆ
ま
な
い

精
進
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

一
つ
に
は
現
代
社
会
の
は
げ
し
い
変
動
の
な
か
で
事
を
処
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
変
動
は
、
こ

の
す
ば
ら
し
い
歴
史
的
調
和
を
破
嬢
し
さ
る
よ
う
な
勢
を
し
め
す
こ
と
す
ら
屡
々
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
の
責
務
は
、
そ
の
よ
う
な

変
動
の
な
か
に
あ
っ
て
、
文
化
と
風
土
と
の
歴
史
的
調
和
を
と
お
し
、
父
祖
の
志
を
正
し
く
理
解
し
、
更
に
こ
れ
を
持
続
す
る
方
向
へ
文
化
を
手
引
き
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、

『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
一
九
六
九
』
と
し
て
、
昭
和
四
十
三
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
要
を
報
告
す
る
は
こ
び
と
な
っ
た
が
、
本

研
究
所
は
創
立
以
来
二
十
年
に
満
た
ず
、
そ
の
歩
み
も
必
ず
し
も
大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
つ
ね
に
若
々
し
い
気
慨
を
も
っ
て
、

一
歩
一
歩
、
確
実
な
歩

み
を
続
け
て
い
き
た
い
と
所
員
一
同
考
え
て
い
る
。

関
係
御
各
位
の
、

日
頃
の
御
支
援
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

一
層
の
御
理
解
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

昭
和
四
十
四
年
十

二
月
二
十
七
日

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
長

松

下

|盗

主早



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

写
真
測
量
の
文
化
財
調
査
へ
の
応
用

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
で
は
昭
和
初
年
以
来
、
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所

丸
安
研
究
室
の
協
力
を
得
て
、
写
真
測
量
技
術
を
文
化
財
の
調
査
研
究
に
応
用
す

る
試
み
を
行
な
っ
て
き
た
。

こ
の
試
み
は
初
め
航
空
写
真
測
量
に
よ
る
遺
跡
の
大
梯
尺
図
の
作
成
に
主
眼
が

お
か
れ
、
そ
の
結
果
、
発
掘
調
査
や
条
訪
の
研
究
に
劃
期
的
な
成
果
が
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
と
並
行
し
て
昭
和
犯
年
か
ら
地
上
写
真
測
量
技
術
を
応

用
し
て
、
新
た
に
遺
跡

・
遺
物
お
よ
び
他
の
文
化
財
に
も
実
測
調
査
を
試
み
る
に

至
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
昭
和
的
年
に
は
地
上
写
真
測
量
用
カ
メ
ラ

(
S
M
K
ω
)

を
購
入
し
、
ま
た
昭
和
位
年
度
か
ら
は
図
化
費
が
計
上
さ
れ
た
。
図
化
は
日
本
写

真
測
量
学
会
に
委
託
し
て
い
る
。

地
上
写
真
測
量
に
は
、
従
来
の
方
法
に
較
べ
多
く
の
利
点
が
あ
り
、
例
え
ば
作

業
が
迅
速
で
、
精
度
に
む
ら
が
な
く
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
撮
影
時
の
状
態
が
再

現
可
能
な
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
o

こ
れ
ら
の
利
点
を
考
慮
し
て
、
当
研
究
所

で
は
、
遺
跡

・
遺
物
、
仏
像
、
工
芸
品
、
建
造
物
の
各
分
野
に
お
い
て
応
用
を
試

み
て
い
る
o

以
下
は
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

発
掘
遺
精
・
遺
物
へ
の
応
用

内
ん
州
刈
1
H
4
トよ
f

J

-

仲
代
川
主
ご
ーハ
た
市
一椛ト
ー

活
比
例
肘
F
hH

の
a
H
U

叶怖
か

ら

¥

Y

U
サ
勺

2 

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

美

術

工

芸

研

究

室

建

造

物

研

究

室

だ
け
迅
速
か
つ
正
確
に
実
測
調
査
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の

方
法
に
よ
れ
ば
か
な
り
の
日
数
と
人
員
を
必
要
と
す
る
つ

そ
こ
で
、
昭
和
お
年
に
お
い
て
、
平
成
宮
跡
の
第
2
次
内

一一畏
遺
構
で
水
平
出
版
影

に
よ
る
平
面
図
の
作
成
を
試
み
た
が
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
遺
構
の
性
格

上
、
図
化
不
能
な
箇
所
、
例
え
ば
掘
立
柱
掘
り
方
の
底
な
ど
死
角
に
当
る
部
分
が

で
き
、
満
足
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
平
成
宮
跡
の
よ
う
に
掘
立
柱
建
物
の

多
数
検
出
さ
れ
る
遺
跡
と
か
、
縄
文
弥
生
時
代
住
居
跡
な
ど
凹
凸
の
著
し

い
遺
構

で
は
垂
直
損
影
が
最
も
望
ま
し
い
o

次
い
で
、
こ
れ
を
改
善
す
べ
く
昭
和
必
年
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
垂
直
損
影

を
平
成
宮
跡
東
張
出

L
部
分
東
南
隅
で
試
み
た
o

そ
の
成
果
が
第
1
図
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
特
に
写
真
図

s
r
o
g自
宅
)
の
方
法
を
採
用
し
た
。
写
真
図
と
は
、

擬
影
さ
れ
た
写
真
を
、
地
形
の
高
低
に
応
じ
て
正
し
い
縮
尺
に
縮
小
鉱
大
し
、
こ

れ
に
等
高
線
図
を
合
成
焼
付
け
し
た
も
の
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
写
真
図
か
ら
直

接
測
定
が
可
能
で
あ
る
o

と
同
時
に
、
写
真
の
も
つ
特
性
、
つ
ま
り
状
況
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
記
録
す
る
利
点
を
兼
ね
備
え
て
い
る
o

例
え
ば
第
1
図
に
お
け
る
蒋

の
石
敷
、
掘
立
柱
掘
り
方
な
ど
は
、
従
来
の
実
測
図
で
は
表
現
し
得
な
い
遺
構
の

状
況
か
一
明
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
調
査
後
直
ら
に
岐
咳
さ
れ
る
遺
跡
で

1
写

山
一

N
r刈
民
的

F-
L

よ

L
J
μ
L
、
こ
の
川
何
人
い
、
船
出
山
り
、
/
一

，こ
7

山山いいい
'
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公
良
悶
す
文
化
財
研
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報

点
距
離
に
規
制
さ
れ
、
最
大
縮
尺
は

]VE
に
と
と
ま
り
、
遺
構
実
測
で
最
も
望
ま

し
い

]5
0
に
は
達
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
僧
上
高
さ

8
m
か
ら
の
垂
直
燥
影
を
試
み
た
。
た
だ
し

こ
の
方
法
で
は
櫓
の
上
に
カ
メ
ラ
を
設
定
す
る
の
で
、
娠
影
足
場
に
よ
っ
て
遺
構

が
遮
ぎ
ら
れ
、
乾
板
面
の
有
効
面
積
は
約
刊
%
に
減
少
し
、
作
業
能
率
ば
か
り
か

い僚 た傑
て影こい定
は方の 。精
す法点 度
でが を が
に考改 著
聞え 良 し
発 らす く
のれる 低
途るに 下
上 。はす
』ここ 、 る

あの気 の
る方球 は
が法に 避

によ け
こ つる が

第 2図石舞台突狽IJ 周

4 

U~ 3凶石舞台写真



れ
を
い
か
に
毒
人
す
る
か
が
近
い
将
来
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
大
規
慢
な
償
穴
式
石
室
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
石
舞
台
古
境
を
と
り

あ
げ
た
。

こ
の
巨
石
境
は
封
土
が
失
わ
れ
石
室
の
上
半
が
露
出
し
た
も
の
で
、
こ

の
種
の
石
室
の
構
築
方
法
等
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
好
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
巨
大
な
石
室
の
実
測
を
能
率
的
か
っ

正
確
に
行
な
う
た
め
に
は
地
上
写
真
測

何
量
が
効
果
的
で
あ
る
。

煽

こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
構
築
石
材
を

晴
三
次
元
的
に
測
定
図
化
で
き
る

。

ま

y
 

一川

た
、
そ

の
結
果
、
こ
と
さ
ら
垂
直
航
影

航

を
行
な
う
こ
と
な
く
、
四
方
か
ら
の
水

加

平
服
影
の
み
に
よ
っ
て
、
各
々
の
立
而

園

図
と
同
時
に
平
面
図
を
も
容
易
に
作
成

庭一叫
す
る
こ
と
が
で
き
る

υ

こ
れ
は
図
化
際

部

に
お
け
る

Y
お
よ
ひ

Z
軌
の
切
り
換
え

ウ
乍

J

切

に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の

図

こ
と
は
写
真
測
量
に
お
け
る
利
点
の
一

肌

つ
で
あ
る
o

第

2
図
に
お
げ
る
平
面
図

は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
石
室

内
部
に
つ
い
て
も
測
定
し
計
9
而
の
凶

を
作
成
し
た
o

写
真
州
量
の
文
化
財
調
査
へ
の
応
用

日

次
に
、
福
井

一
乗
谷
朝
倉
氏
館
庭
園
遺
跡
に
お
い
て
同
様
に
水
平
線
影
を
行
な

っ
た
。
こ
の
庭
園
遺
跡
は
南
陽
寺
跡
、
湯
蹟
跡
、
諏
訪
館
跡
の

3
箇
所
に
あ
り
、

い
ず
れ
も
大
き
な
立
石
が
並
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
石
の
形
状
特
色
を
図
示
す

る
た
め
に
は
従
来
の
平
面
図
の
方
式
で
は
不
十
分
で
立
面
図
の
併
用
が
要
求
さ
れ

る
。
こ
れ
に
写
真
測
量
を
応
用
す
れ
ば
、
立
面
図
の
作
成
は
比
較
的
容
易
で
あ
る

3

そ
の
結
果
3
庭
園
の
立
面
図
計
6
面
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
立
面
図
は
中
世
庭

園
の
造
国
技
術
や
意
匠
を
新
た
な
視
点
か
ら
比
較
検
討
す
る
資
料
を
提
示
す
る
も

の
で
あ
る
(第
4
図
)
O

ま
た
本
年
報
の
報
告
の
如
〈
同
遺
跡
の
整
備
に
と
も
な
う
発
制
調
査
に
よ
っ
て

新
た
な
庭
園
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
(
初
頁
参
一昭一
)
0

こ
の
庭
園
遺
構
は
山
崩
れ
に
よ

っ
て
埋
め
ら
れ
た
た
め
か
多
く
の
立
石
が
前
傾
し
て
お
り
、
復
原
修
削
止
の
必
要
が

生
じ
た
c

そ
こ
で
写
真
測
量
に
よ
っ
て
、
前
傾
し
た
石
の
座
標
を
三
次
元
的
に
読

み
と
り
、
後
の
修
理
復
原
の
資
料
と
し
た
。
こ
れ
は
写
真
測
量
の
特
性
を
生
か
し

た
応
用
例
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
ほ
か
の
遺
構
に
関
し
て
は
、神
戸
五
色
塚
古
墳
、
京
都
寺
戸
大
塚
古
境
、::{i 5 G<I を戸、WJ土製1171実inlJ閃
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国
道
斜
号
線
ハ
イ
パ
ス
に
と

も
な
う
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

検
出
さ
れ
た

2
基
の
古
墳
、

さ
ら
に
僅
原
廃
寺
瓦
積
基
壇

遺
構
等
に
つ
い
て
、
地
上
写

真
測
量
に
よ
る
調
査
を
行
な

っ
た
。

ま
た
、
発
掘
調
査
に
よ
り

畑
出
土
し
た
遺
物
に
お
い
て
は
、

沼山実
特
殊
な
も
の
を
除
き
直
接
手

輸
に
と
っ
て
実
測
可
能
で
あ
り
、

植
従
来
の
方
法
に
よ
っ
て
弘
大

巾

の

実
測
が
広
く
行
な
わ
れ
て

t
/
J
 

同
い
る
の
で
、
地
上
写
真
測
量

刑
で
は
、
主
と
し
て
そ
の
特
殊

な
も
の

に
つ
い
て
応
用
を
試

み
た
。
そ
の
特
殊
な
遺
物
を

大
別
す
れ
ば
、

ω
小
さ
い
う

え
に
複
雑
な
も
の
、

ω投
わ

れ
易
く
直
接
手
を
触
れ
に
く

い
も
の
、

ω
特
に
複
雑
な
曲

面
を
も
つ
も
の
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

第
5
図
に
示
し

た
巻
貝
型
土
製
品

は

ωに
類
す
る
例

で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
、
特
に
対
象

が
小
さ
く
複
雑
で

あ
る
た
め
、
2
倍

に
拡
大
し
て
実
測

図
を
作
成
し
た
結

果、

原
寸
図
で
は

表
現
困
難
な
細
部

の
形
状
に
つ
い
て

も
図
示
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

第
6
図
の
人
物

埴
輪
は

ωと
同
時

に

ωの
特
殊
性
を

兼
ね
備
え
た
造
物

で
あ
る
が
、
回
転

台
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
対
象

に
直
接
手
を
触
れ

ず
に
撮
影
す
る
こ

6 
第 7 図A 石造 ~fI 弥 山 !象立面 図



と
が
で
き
た
。
投
影
面
は
正
中
面
に
直
角
な
面
を
基
準
と
し
た
。

こ
の
他
、
流
水
文
銅
鐸
、
須
恵
器
査
、
二
彩
査
、
縄
文
土
器
、
木
製
百
万
塔
、

木
偶
、
鶏
埴
輪
、
岡
崎
尾
2
種
等
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。

遺
物
の
な
か
に
は
規
模
が
大
き
く
、
複
雑
な
曲
面
を
も
つ
も
の
が
少
く
な
い

が
、
こ
れ
ま
で
適
切
な
実
測
方
法
が
見
出
せ
な
か
っ
た
o

な
か
で
も
飛
鳥
地
方
に

い
く
つ
か
遺
存
す
る
石
造
品
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
今
回
は
そ
の
う
ち
石
造

須
弥
山
像
お
よ
び
石
造
男
女
像
に
応
用
を
試
み
て
、
第
7

・
8
図
の
よ
う
な
成
果

を
得
た
。

須
弥
山
像
(
東
博
保
存
)
は
3
石
を
積
み
重
ね
た
も
の
で
あ
り
、

古同
さ
は
約
N

ム

m
で
あ
る
が
、
各
石
の
表
面
に
は
襲
状
の
刻
出
が
施
さ
れ
、
重
な
り
合
っ
た
山
岳

を
思
わ
せ
る
。
こ
の
表
面
の
刻
出
は
、
長
年
月
の
風
蝕
も
加
わ
り
、
さ
ら
に
複
雑

な
曲
面
を
呈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
輪
郭
や
稜
線
を
把
え
る
従
来
の
方
法
で

は
、
ほ
と
ん
ど
実
測
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
写
真
測
量
に
よ
る
等

高
線
表
示
に
よ
れ
ば
界
易
に
解
決
さ
れ
よ
う
o

た
X

こ
の
種
の
遺
物
で
注
意
す
べ
き
は
、
投
影
面
の
基
準
を
ど
こ
に
設
定
す
る

か
で
あ
る
o

須
弥
山
像
は
、
上
部
2
石
の
水
平
断
面
は
ほ
X
円
形
で
あ
る
が
、
最

下
段
の
石
の
底
部
は
六
角
形
を
な
し
て
い
る
の
で
、
立
面
図
は
こ
の
各
辺
に
平
行

な
面
を
基
準
と
し
て
あ
わ
せ
て
6
面
作
成
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
石
の
表
面
の
複

雑
な
曲
面
は
、
こ
の
基
準
面
に
平
行
な
垂
直
断
面
線
(
一
種
の
等
高
線
)
で
表
示
さ

れ
る
。
な
お
こ
の
際
等
高
線
間
隔
を
N

・
印
聞
と
し
た
の
は
、
こ
の
遺
物
の
曲
面
を

的
確
に
表
現
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
図
に
よ
っ
て
複
製
品
を
容
易
に
製
作
し
得
る

こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
須
弥
山
像
で
は
内
部
に
も
工
作
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別

写
真
測
量
の
文
化
財
調
査
へ
の
応
用
日

に
補
な
う
必
要
が

あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
こ
の
像
の

よ
う
な
機
能
、
形

態
と
も
に
不
可
解

な
遺
物
に
お
い
て

は
、
特
に
精
度
に

留
意
し
た
実
測
図

が
望
ま
れ
よ
う
。

石
造
男
女
像
は

須
弥
山
像
と
と
も

に
飛
鳥
の
字
石
神

よ
り
出
土
し
た
も

の
で
、
寄
り
添
う

2
名
の
人
物
像
を

一
石
か
ら
彫
り
出

し
た
珍
ら
し
い
遺

物
で
あ
る
o

し
か

し
、
こ
の
像
も
須

弥
山
像
と
同
じ
く

風
蝕
に
よ
っ
て
像

界
の
表
面
が
把
え

が
た
く
従
来
の

第 7 岡 B 石造須弥山像立回 L~ (グ リァド間隔 20cm)
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方
法
で
は
正
確
な
測
定
が
困
難
で
あ
っ
た
。

測
定
は 、

像
を
互
い
に
直
交
す
る
四
つ
の
投
影
面
で
囲
み 、

第
8
図
に一
不
す
よ

う
な
立
面
図
を
得
た
。

こ
の
場
合
も
須
弥
山
像
同
様
等
高
線
間
隔
は
M・
m
m
と
し

た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
風
蝕
も
加
わ
っ
た
像
の
複
雑
な
曲
面
は
等
高
線
に
よ
っ
て
か

な
り
忠
実
に
表
示
で
き
る
。

な
お 、

石
造
物
に
お
い
て
は 、

東
大
寺
法
華
堂
石
灯
龍 、

生
駒
有
里
宝
佳
印

塔 、

西
大
寺
奥
院
五
輪
塔
な
ど
に
つ
い
て
も
応
用
を
試
み
た

。

8 
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8 

第 s r羽 ：.（j j出男k像立IID図

2

仏
像
へ

の
応
用

仏
像
の
実
測
は、

像
が
複
雑
で
微
妙
な
曲
面
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

従
来
多
く
の
困
難
が
と
も
な
っ

た
。

そ
の
た
め
普
通
に
は
習
慣
的
に
像
高、

膝
張

な
ど
2
点
聞
の
長
さ
が
測
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く、

ま
た
こ
れ
を
も
と
に
伝
統
的

な
木
割
法
を
重
視
し
た
比
率
が
算
定
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し、

こ
れ
に
よ
っ
て
は

有
機
的
な
像
容
は
忠
実
に
測
定
で
き
な
い
。

そ
こ
で
た
と
え
ば
グ
リ
ッ
ド
投
影
図

法
に
よ
っ
て、

像
の
輪
郭
や
稜
線
を
立
面
に
投
影
し
て、

像
容
を
あ
る
程
度
有
機

的
に
測
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が、

そ
れ
で
も
な
お
立
体
像
と
し
て
の

仏
像

の
奥
行
き
や
モ
デ
リ
ン
グ
を
測
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

写
真
測
量
は
こ
う
し
た
従
来
の
方
法
と
は
全
く
異
な
っ
て、

立
体
像
を
等
高
線

に
よ
っ
て
定
量
的
に
図一
不
で
き
る
ほ
か
多
く
の
利
点
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
ま
で
に

も
仏
像
の

修
理
な
ど
に
応
用
さ
れ
て
き
た
。

写
真
測
量
を
仏
像
の

実
測
に
応
用
し

た
最
初
の
試
み
は、

昭
和
制
年
の
鎌
倉
大
仏
修
理
に
お
い
て
いふ

あ
り、

そ
の
場
合

は
作
成
さ
れ
た
図
に
も
と
ず
き
大
仏
の
表
面
積
が
測
定
さ
れ、

そ
の

結
果
像
の
重

量
や
重
心
位
置
が
算
定
さ
れ
た
。

以
後、

大
谷
石
仏、

法
隆
寺
中
門
仁
王
像
な
ど



に
応
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
物
自
体
に
直
接
触
れ
る
こ
と
な

く
、
し
か
も
短
時
間
に
測
定
で
き
た
の
で
効
果
的
で
あ
っ
た
。

当
研
究
所
で
は
こ
れ
を
各
時
代
の
仏
像
の
測
定
に
応
用
し
、
仏
像
の
立
体
的
特

仰
を
定
量
的
に
凶
示
す
る
試
み
を
昭
和
犯
年
以
降
行
な
っ
て
い
る
。
最

初

比

較

写
真
洲
肢
の
よ
化
財
調
K

覚
へ
の
応
用

的
測
定
面
の
設
定
し
易
い
輿
福
寺
阿
修
羅
像
お
よ
び
唐
招
提
寺
菩
薩
頭
部
に

つ
い

て
実
験
的
に
測
定
し
た
が
、
次

い
で
法
隆
寺
中
門
仁
王
像
に
お
い

て
、
動
態
を
と

る
仏
像
の
測
定
面
が
問
題
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

写
真
測
量
で
は
原
則
と
し
て

乾
板
面
が
正
射
投
影
面
で
あ
る
か
ら
、
動
態
を
と
る
仏
像
で
は
全
身
正
面
が
必
ず

し
も
頭
部
あ
る
い
は
鉢
部
の
正
面
と
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
基
準
面
が
設
定
さ
れ
な
い
限

吋
り
、
図
に
よ
る
比
較
検
討
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

初

そ
こ
で
昭
和
位
年
度
以
降
は
、
像
の
正
中
面
が
比

柵

較

的
決
定
し
易
い
如
来
形
坐
像
に
限
定
し
、
薬
師
寺

ツ

金
堂
薬
師
如
来
像
ほ
か

〈
口
絵
、
第
9
・

m図
)
叩
例
お

げ

よ

び
正
倉
院
伎
楽
面
に
つ
い
て
測
定
し
た
。
し
か
し
、

報
如
来
像
に
お
い

て
も
頭
部
の
前
傾
角
度
は
必
ず
し
も

知
一
定
で
な
い
o

こ
と
に
仏
像
で
は
頭
部
に
お
い
て
係

図
式
的
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
場
合
が
少
く
な
い
ほ
か
、

国
輿
福
寺
仏
頭
や
正
倉
院
伎
楽
面
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

蛾
れ
前
傾
角
度
が
不
明
あ
る
い
は
不
定
の
作
例
が
あ
る

昧

の

で
、
頭
部
に

つ
い
て
は
別
に
一
定
基
準
面
を
設
定

'内

M
m刺

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

図
研
究
所
で
は
現
在
、
像
の
全
身
正
面
図
と
は
別

制
に
、
人
類
学
で
い
う
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
水
平
面
(
O

A
E
)
を
基
準
面
と
し
て
、

こ
れ
に
直
角
な
投
影
面

で
頭
部
正
面
図
を
作
成
し
て
い
る
(
第
日
・
ロ
図
)
O

仏
像
に
お
け
る
写
真
測
量
の
著
し
い
成
果
と
し
て

9 
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は
、
ま
ず
正
射
投
影
に
よ
っ
て
像
の
正
確
な
プ
ロ
ポ

ー
シ
ョ
ン
を
表
示
で
き
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
こ
与
で
示
し
た
全
身
立
而
図
で
い
え
ば
、
像
は
平
行

的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
、
肉
眼
に
よ
る
観
察
と
は
若
干
印
象
が
異
な
り
、
像

高
に
対
し
て
膝
張
、
膝
高
が
小
さ
く
あ
る
い
は
薄
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
れ

指10国 慮舎ms仏坐{象正面岡崎招健寺蔵(グリッド間隔 20cm)

は
丈
六
像
が
視
覚
的
に
仰
視
さ
れ
る
位
置
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
像
は
仰
視
に
よ
っ
て
生
じ
る

透
視
上
(
パ
l
ス
ベ
ク
テ
ィ
グ
)
の
逓
減
を
補
な
う
た
め

に
誇
張
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
造
形
的
配
慮
は
か
か
る
正
射
投
影
に
よ

っ
て
は

じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
も
の
で
、
写
真
測
量
に
お
け

る
効
果
的
な
成
架
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
等
高
線
に
よ
る

モ
デ
リ
ン
グ
の
表
示
は
、

仏
像
に
お
け
る
写
真
測
量
の
最
も
効
果
的
な
利
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
像
の
モ
デ
リ
ン
グ
は
等
高
線
の

疎
密
、
形
態
、

あ
る

い
は
変
曲
点
等
で
表
示
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
像
の
立

体
的
特
徴
を
定
量
的
な
デ
l
タ
の
も
と
に
論
じ
る
こ

と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
第
日
・
ロ
図
に

み
る
よ
う
に
、
同
一
基
準
面
で
投
影
さ
れ
た
実
測
成

果
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
を
多
く
の
作

例
で
比
較
検
討
す
れ
ば
、
仏
像
の
様
式
史
的
研
究
は

さ
ら
に
実
証
性
を
凶
唱
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

10 
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建
造
物
へ
の
応
用

古
建
築
の
実
測
図
は
普
通
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
図
示
す
る
よ
り
も
、
歪
み
な
ど

を
修
正
し
た
一
種
の
設
計
図
と
し
て
表
示
さ
れ
る
の
で
、
写
真
測
量
技
術
を
古
建

築
の
実
測
に
応
用
す
る
に
は
な
お
検
討
と
工
夫
を
要
す
る
。

一
方
、
修
県
工
事
に

10 
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写
真
測
量
の
文
化
財
調
査
へ
の
応
用

す
れ
ば
比
較
的
容
易
に
行
な
え
る
。
同
様
な
こ
と
は
城
郭
石
屋
の
変
形
に
つ
い
て

も
い
え
よ
う
。

当
研
究
所
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
年
変
形
量
を
修
理
直
後
か
ら
把
え
ら
れ
る

古
鐙
築
に
つ
い
て
、
昭
和
泊
年
か
ら
写
真
測
量
に
よ
る
測
定
を
実
験
的
に
試
み
て

い
る
が
、
こ
こ

で
は
海
住
山
寺
五
重
容
に
つ
い
て
の
ベ
る
。

第
日
図
は
同
第
修
理
直
後
の
昭
和
犯
年
目
月
と、

5
年
後
の
日
年
目
月
の

2
聞

の
測
定
に
お
い
て
、
と
く
に
軒
先
の
経
年
変
形
量
を
知
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
検

討
し
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
障
害
物
と
立
地
条
件
に
よ
り
、
こ

の
測
定
は

同
容
北
面
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

保
影
に
つ
い
て
は
、
話
年
は
C
E
B
写
真
経
緯
儀
に
よ
り
、
ま
た
必
年
は

P
却

写
真
経
緯
儀
に
よ
っ
た
。
保
影
場
所
は
同

一
地
点
で
行
な
い
、
基
準
点
測
量
は
療

影
基
線
延
長
上
の

2
点
か
ら
、
-
秒
読
み
七
オ
ト
ラ
イ
ト
に
よ
り
前
方
交
会
法
で

行
っ
た
。

稼
定
精
度
は
、
と
も
に
実
長
で

2
m
以
内
に
収
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
測
定
点

は
第
日
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
前
述
の
目
的
に
よ
り
各
電
の
飛
燐
標
鼻
を

3
校
お

き
に
定
め
た
。
読
定
に
は
オ

l
ト

ク
ラ
フ

A
7
を
用

い
、
熟
練
し
た
同
一
の
オ
ペ

レ
ー
タ

ー
が
各
点
に
つ
い
て

3
回
読
定
し
た
平
均
値
を
測
定
他
と
し
た
。

結
果
は
第

M
図
に
示
し
た。

図
で

O
印
は
初
回
、

ム
印
は

2
回
目
の
成
果
で
あ

る
。
た
い
ふ
し
変
位
量
は
分
か
り
易
く
す
る
た
め
長
さ
を
鉱
大
し
て
示
し
た
。
ま
た

各
測
定
点
の
下
に
示

ん
た
数
字
は
、

5
年
間
に
各
測
定
点
が
前
後
に
動
い
た
量
を

表
わ
し
た
も
の

で
単
位
は
酬
で
あ
る
。

こ
の
結
果
か
ら
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

a

初
回
の
成
果
、
す
な
わ
ち
修
忠
直
後
の
場
合
は
全
体
と
し
て
ほ
と
ん
ど
乱
れ

11 
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が
な
く
、
施

工
精
度
が
極

め
て
よ
く
、

修
理
技
術
の

確
か
さ
を
示

し
て
い
る
。

調

b

5
年
後
に

第

は

、
ま
J

，軒

先
の
下
が
り

が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
量

は
初
重
で
は

平
均
7
棚
、

2
重
日
間、

3
重
百
円

4
重
泣
冊
、

5
重

m
m程

で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ

は
下
り
の
絶

体
量
で
あ
る

か
ら
単
純
に

考
え
れ
ば
各

第14図 測定点変位図

重
毎
の
下
り
は
平
均
4
1
7
m
と
い
え
る
。

C

軒
先
が
下
が
る
と
同
時
に
、
軒
先
の
波
う
ち
現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は

下
層
ほ
ど
顕
著
で
、
4
・
5
重
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。

d

測
点
が
左
方

ハ
東
方
)
へ
ず
れ
る
現
象
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
量
は
各
重
ご
と

に
平
均
す
る
と
、
初
重
印
刷
、

2
重
加
問

、
3
重
川印刷

、
4
重
印
刷
、
5
重
加

剛
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
同
量
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
初
重
柱
天
端
が
東
方

へ
ず

れ
た
た
め
、
す
べ
て
ほ
X

一
線
に
動
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

E

奥
行
き
方
向

(南
北
方
向
)
の
動
き
(
第
は
図
中
数
字
で
示
し
た
量
「単
位
冊
〕)
に
つ

い
て

は
各
測
点
ご
と
に
か
な
り
の

パ
ラ
つ
き
が
見
ら
れ
る
が
、
2
重
が
南
へ

ず

れ
た
量
が
最
大
で
、
そ
れ
よ
り
上
層
へ
い
く
に

つ
れ
そ
の
量
は
減
小
す
る
傾
向

に
あ
る
。
つ
ま
り
2
重
が
南
へ
ず
れ
、
そ
れ
よ
り
上
層
は
北
方
へ

傾
斜
し
て
い

る
と
い
え
る
。
4
重
5
重
は
左
ま
わ
り
の
ね
ぢ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
は
軒
先
だ
け
の
現
象
に

つ
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
変
位
量
は
軸

部
の
変
位
と
合
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
分
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
同
塔
修
理
報
告
書
に
お
い
て
も
、
修
理
前
塔
の
西
北

へ
の
傾
斜
、
お
よ
び
基

層
の
亀
裂
、
各
重
に
お
け
る
柱
天
端
の
高
低
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

細
部
と
の
関
係
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

写
真
測
量
の
文
化
財
調
査
へ
の
応
用
に
は
、
多
く
の
利
点
が
数
え
ら
れ
る
が
、

ω精
度
に
む
ら
の
な
い
こ
と
、

ω昂
影
時
に
お
け
る
状
況
の
再
現

・
再
測
、

ω作

業
時
間
の
短
縮
、
制
等
高
線
に
よ
る
立
体
表
示
、
同
そ
の
数
量
化
、
な
ど
が
指
摘

で
き
る
。
反
面
今
後
改
善
す
べ
き
点
に
は
、

ω対
象
に
即
し
た
カ
メ
ラ
の
開
発
な

ど
の
撮
影
条
件
、

ωオ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
対
象
理
解
お
よ
び
表
示
方
法
な
ど
の
図
化

条
件
、
さ
ら
に

ω撮
影
乾
板
の
永
続
的
な
保
存
方
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

(
坪
井
清
足

・
牛
川
喜
幸

・
長
谷
川
誠

・
伊
東
太
作

・
佃
幹
雄
)
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所仁

和

蔵寺

『薄

草

紙

伝

受

記

』
紙

背

文

こ
の

『
薄
草
紙
伝
受
記
』
は
若
干
が
散
伏
し
、
現
存
す
る
の
は

8
冊
の
み
で
あ

る
(
仁
和
寺
塔
中
蔵
第
必
箱
所
収
)
0
8
冊
共
に
古
文
書
の
紙
背
を
利
用
し
て
書
写
さ

れ
て
い
る
。
古
文
書
を
上
下
に
折
っ
て
折
紙
と
し
、
そ
の
一
端
を
紙
撚
で
綴
じ
て

長
帳
仕
立
と
す
る
。
紙
背
文
書
中
、
年
紀
の
明
か
な
も
の
は
元
亨
|
建
武
の
聞
に

属
し
、
ま
た
本
文
の
書
風
よ
り
推
し
て
も
、
本
書
が
書
写
さ
れ
た
時
期
は
建
武
年

間
よ
り
や
や
後
、
即
ち
南
北
朝
時
代
初
期
を
降
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
紙
背
文
書
は
数
も
多
い
の
で
、
こ
こ
で
は
内
容
的
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る

但
馬
園
下
鶴
井
圧
関
係
文
書
中
か
ら
、
主
要
な
も
の
を
選
ん
で
紹
介
し
た
い
。

但
馬
国
下
鶴
井
庄
は
旧
城
埼
郡
、
現
在
の
兵
庫
県
豊
岡
市
下
鶴
居
付
近
に
当

る
o

弘
安
八
年
但
馬
国
大
田
文
に
当
庄
は

「
法
勝
寺
領
、
領
家
真
乗
院
僧

ι預

所
教
王
院
三
位
法
印
」
と
見
え
る
。

こ
の
領
家
は
(

7

)

下
鶴
井
庄
預
所
相
伝
系
図

に
見
え
る
右
大
臣
僧
正
斎
助
、
預
所
は
房
弁
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
o

こ
の
大
田

文
の
記
載
と
合
せ
考
え
る
と
、
こ
の
相
伝
系
図
の
内
容
は
更
に
明
瞭
と
な
る
が
、

庄
園
の
預
所
職
以
上
の
上
級
職
の
伝
領
過
程
を
、
或
期
間
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に

知
る
こ
と
の
出
来
る
史
料
は
比
較
的
少
な
く
、
興
味
あ
る
史
料
と
い
え
る
。

議?
行書)

革法
東
約 勝
厳 寺
現 常
在行
.'"、"'4伊豆主
理古

準高
宗殴
壬 現
己 在

修
理
注
文

仁
和
寺
所
蔵
『
薄
草
紙
伝
受
記
』
紙
背
文
書

書

歴

研

室

史

究

注
進
法
勝
寺
延
命
堂
下
鶴
井
役
二
間
当
寺
修
理
分
用
途
事

ム口

白
木
三
支

河
下
板
二
枚

手
取
木
一
支

垂
木
料

裏
壁
料

費
子
料

大
手
取
下
二
支

柱
継
高
口
料
控
不

キ
ヲ
イ
カ
ヤ
イ
ノ
料

車 工釘手
力十取
一人木
両一

支

代
五
十
文

八
百
文

五
十
文

都
合
壱
貫
三
百
二
十
文

余
剰
捌
貫
弐
百
陸
十
文

代
百
廿
文

代
廿
文

代
七
十
文

代
百
四
十
文

代
七
十
文

(
2
)
下
鶴
井
庄
圧
官
名
主
百
姓
等
言
上
状
(
元
亨
三
年
七
月
日
〉

下
鶴
井
御
庄
々
官
名
主
百
姓
等
謹
恐
ん
三一
一一口上

欲
早
任
損
亡
実
蒙
御
免
成
安
堵
思
子
細
事
、

右
当
年
四
月
廿
八
日
洪
水
、
文
七
月
一
日
高
塩
、
同
月
十
六
日
依
大
洪
水
等
、
雌

為
一
国
平
均
損
亡
、
就
中
於
当
御
領
者
、

為
八
部
流
末
之
問
、
殊
以
令
損
亡
作
毛

13 
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等
阜
、
被
見
知
御
代
官
之
上
者
、
門
川
U
実
正
有
御
注
進
者
欺
、
猶
相
残
御
不
審

者
、
任
先
例
可
令
書
進
上
起
請
文
者
也

、

所
詮
任
損
亡
実
蒙
御
免
、
欲
成
安
堵

思
、
然
者
弥
仰
御
憲
法
之
貴
、
何
粗
恐
々
言
上
如
件

元
亨
三
年
七
月

日

(
3
)
沙
弥
覚
阿
書
状
(
七
月
一
日
)

依
去
年
御
年
貢
未
進
、
当
年
上
葉
夫
代
等
事
、
六
月
二
日
御
札
委
細
承
候
了
、
御

使
相
共
未
進
上
葉
沙
汰
進
候
、

且

注
進
状
井
納
帳
等
令
進
候
、
兼
又
雄
無
指
事

候
、
連
々
可
申
入
由
相
存
候
之
処
、
諸
事
依
目
労
候
て
、
不
心
候
事
恐
入
候
、
又

御
領
畠
以
下
御
沙
汰
何
様
候
哉
、
無
心
本
令
存
候
、
急
速
御
沙
汰
候
者
何
回
出
候

な
ん
、
委
細
難
尽
状
候
、
含
申
御
使
候
了
、
恐
憧
謹
言
、

七

月

一

日

沙

弥

覚

阿

御
部
屋

進
上

(

4

)

(

下
鶴
井
庄
ヵ
)
名
主
百
姓
等
請
文
(
閏
正
月
五
日
)

去
月
十
七
日
御
教
書
、
同
廿
三
日
到
来
、
謹
拝
見
仕
候
畢
、
如
被
仰
下
候
者
、
去

年
雑
米
夫
代
上
葉
以
下
年
貢
未
進
事
、
可
令
究
済
之
由
被
仰
下
候
、
随
堪
々
令
弁

進
候
、
次
於
段
銭
者
先
度
如
令
言
上
候
、
自
法
勝
寺
堤
垣
外
者
、
如
此
天
役
自
往

古
無
其
例
候
、
然
者
沙
汰
仕
候
事
難
叶
候
、
当
座
身
命
難
継
候
之
問
、
凡
去
年
大

洪
水
ニ
堤
皆
以
及
大
破
候
、
自
上
不
御
合
力
候
者
、
以
私
カ
計
者
難
仕
候
之
由
、
対

子
御
代
官
連
々
難
令
言
上
候
、
子
今
不
事
行
候
条
歎
入
候
、
可
然
者
預
御
計
候
、

猶
以
及
御
不
審
候
者
、
以
実
正
御
使
可
預
御
検
見
候
、
以
此
旨
有
御
披
露
候
、
恐

憧
謹
言
、

閏
正
月
五

日

名
主
百
姓
等
前
文

(
5
)
下
鶴
井
庄
条
々
事
書

下
鶴
井
庄
条
々

一
損
亡
事

当
年
既
得
之
条
無
其
隠
之
処
、
寄
事
於
水
自
由
申
状
太
不
可
然
、
非
御
沙
汰
之

限
失
、

一

坊

仕
魚
事

任
申
状
之
旨
、
被
尋
禅
教
行
善
了
智
等
之
処
、
縦
難
不
居
置
代
官
定
使
等
於
地

下
、
有
限
為
天
役
之
問
、
無
関
怠
致
其
沙
汰
一旬
、
此
上
者
、
云
年
土
木
進
、
云

当
年
分
、
不
日
可
致
弁
沙
汰
者
也
、

一
一
束
稲
等
日
米
事

如
申
状
者
、
宮
内
卿
阿
闇
梨
施
行
非
例
一旬
、

之
時
、
可
被
仰
左
右
失
、

14 

欲
被
尋
之
処
、
下
向
尾
州
、
帰
洛

(
6
)
下
鶴
井
庄
条
々
事
書

下
鶴
井
庄
条
々

一
当
年
夫
代
上
薬
以
下
事

(
令
カ
)

不
日
加
議
事
貝
、
可
口
注
進
者
也
、

一
政
所
犬
殺
害
事

可
注
進
交
名
之
由
、
先
度
雄
被
仰
下
、
子
今
無
申
入
之
旨
、

令
殺
害
一
旬
、
此
上
者
彼
男
早
可
追
放
庄
内
失
、

一
房
仕
魚
事

先
例
令
致
沙
汰
之
条
、

而
於
惣
内
男
屋
内

令
難
渋
仕
、

任
雅
意
違
背
度
々
仰
、

(
張
)

以
不
可
然
、
早
可
致
其
沙
汰
、
若
猶
申
子
細
者
、
骨
帳
之
輩
可
令
注
進
交
名
失
、

無
子
細
之
処
、

太
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具き)

書但
里民必 馬
霊 園
凶 下

主鶴
」 一

庄
相
伝
系
図

皆
明
寺

但
馬
国
下
鶴
井
庄
円

U
相
伝
系
図

本

領

主

帥

入

道

清

隆

卿

孫

内

大

臣

公

経
公
女

法
住
寺
禅
尼
|一
又
号
三
条
禅
尼
り
元
久
承
元
両
度
載
感
惣
之
旨
、
譲
与

一
帥
中
納
言
清
隆
息
女
覚
教
僧
正
早

↑
・
・
・
・
・
女

左
大
臣
僧
正

「
大
納
言
僧
正

」

右
大
臣
僧
正

1'--1 1-

三 | 右

位 | さ

法 | 福
印 | 正

1_11_1 

左
衛
門
督
法
印

f克
忠

「
内
大
臣
僧
正

:設
，fri台、
と而号
ミ寄真
と附乗-
t真院
と乗大
ミ院僧
と門正
ミ助、 、

一房一
円
、

真
乗
院

高
周
助

真
乗
院

建
治
四
年
正
月
八
日
限
、
氷
代
一
円
不
輸

譲
与
一房一
弁
法
印
早

八 1 ，彼斎
日 |ξ門助
重 |ミ跡僧
文 I，lWn正
契 !と致限

三 約 1，違永
月之 |ミ乱代
り 日 |ミ之錐

撃 じ間譲
人正房

親応、弁
忠、 四法
早 年印

四
月

正
「
四
年

小
路

当
庄
預
所
下
司
職

対
勘
解
由

。
二
位
家
。

訴
陳
正
安
延
慶
両
度
象
安
堵
勅
裁
了

皆
明
寺
り

延
度
四
年
四
月
日
門
跡
井
所
領
等
事

申
置
真
光
院
前
大
僧
正
己
干法

師

皆
明
寺
門
跡
等
事
任
親
忠
り
所
務
之
同

申
置
之
ミ間旨
と為
ミ真
之光
t院
ミ言十
嘉
暦

年
i¥ 
月

十

二一
・
・
日
譲
付
道
淵
大
僧
都
平

仁
和
寺
所
蔵

『
薄
草
紙
伝
受
記
』
紙
背
文
書

深
助

真
乗
院

房
弁

教
王
院

禅
助

真
光
院

大
納
言
僧
都

，道
淵
皆
明
寺
‘
。
受
真
党
院
之
譲
門
跡
領
苓
被
領
之

l
l
:
:
:
:
:
:
 

当
領
主
建
武
三
年
十
月
日
当
庄
預
所
下
司
職
任
度
々
勅
裁
口
知
行
之

由
蒙
阻
勅
裁
了
、
則
武
家
被
成
施
行
者
也

(
8〉
下
鶴
井
庄
雑
掌
言
上
状
案
(嘉
暦
二
年
間
九
月
日
)

(
端
裏
書
)

「法
勝
寺
修
理
土
代
木
工
方
」

但
馬
国
下
鶴
井
圧
雑
掌
謹
言
上

奉
行

早
欲
被
経
御
奏
聞
、
被
停
止
法
勝
寺
修
造
り
僧
非
分
好
謀
、
被
返
渡
余
剰
於

雑
掌
、
致
丁
寧
沙
汰
当
庄
所
役
未
作
所
々
問
事
、

高IJ

進

本

=
;
f

一
通
御
修
理
。
損
色
注
文
案
似
畑
町
並
槍
皮
未
及
校
合

〔釣〕

一
通
常
行
堂
鈎
股
当
時
御
修
理
注
文
同

治

右
御
修
理
者
、
朽
損
之
時
、
為
雑
掌
沙
汰
加
修
理
之
条
、
往
古
之
例
也
、
而
今
度
以

別
儀
被
下
損
色
注
文
、
可
送
遺
聖
方
之
由
被
仰
下
之
問
、
雌
為
不
応
之
高
損
色、

疋

論
言
依
難
背
、
己
千
五
百

ゆ
致
其
沙
汰
了
、
妥
当
時
修
理
分
不
及
十
分
之
一
敗
、

〔釣〕

:

不
審
之
余
相
尋
子
細
之
処
、
於
鈎
肢
者
大
略
終
造
功
一々
、
以
過
分
損
色
致
尼
弱
之

者
欺

修
理
之
条
、
好
曲
之
至
眼
前
也
、
如
当
時
修
理
者
、
朽
損
又
不
可
有
程
、
不
便
之

次
第
也
、
所
残
損
色
料
縫
四
百
余
疋
欺
、
而
引
隠
莫
太
損
色
料
、
称
無
沙
汰
預
厳

密
之
詰
責
之
条
、
難
堪
之
愁
訴
也
、
所
詮
雑
掌
所
申
実
否
有
御
不
審
者
、
速
被
遂

検
見
之
時
、
彼
不
法
不
可
有
其
隠
者
欺
、
早
返
賜
抑
留
物
、
為
雑
掌
沙
汰
、
未
作

所
々
不
日
可
致
丁
寧
修
理
之
由
、
欲

被

経

御

奏

聞

失
、
何
粗
言
上
如
件
、

嘉
暦
弐
年
後
九
月

日

田
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山
所

美

蔵術

館岡

衣

裳

自巨

こ
L
に
紹
介
す
る
能
衣
裳
3

領
は 、

い
ず
れ
も
旧
岡
山
藩
主
の
池
田
家
に
伝
え

ら
れ
て
い
た
も
の
で 、

現
在
は
岡
山
市
内
に
あ
る
財
団
法
人
岡
山
美
術
館
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
。

池
田
家
か
ら
直
接
に
岡
山
美
術
館
に
お
さ
ま
っ
た
も
の
が
大
部

分
で 、

少
数
の
も
の
が
他
家
へ
一

度
移
っ
て 、

そ
の
後
こ
の
美
術
館
に
入
っ
た
も

の
で
あ
る
と
聞
く o

し
か
し 、

い
ず
れ
に
し
て
も
全
部
が
か
つ
て
の
岡
山
藩
主
池

田
侯
所
蔵
の
も
の
で
あ
っ
た
。

総
点
数

80
領
に
及
ぶ

。

ω
g
領
の
う
ち 、

す
で

に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
作
品
は
2

領
あ
る
。

い
ず
れ
も
縫
箔
の
作
品

で
あ
る
が 、

そ
の
1

領
の
「
芦
に
水
禽
文
様
縫
箔
能
衣
裳」

は 、

素
晴
ら
し
い
立

派
な
作
品
で 、

時
代
性
を
よ
く

表
現
し 、

繍
技
も
完
壁
に
近
い
手
法
を
み
せ
て
格

調
高
い
作
品
で 、

桃
山
時
代
の
縫
箔
能
衣
裳
遺
品
中
の
白
眉
と
も
い
え
よ
う 。

こ
の
よ
う
な
作
品
を
も
っ
能
衣
裳
の
一

群
で
あ
る
が 、

全
部
が
全
部
す
ぐ
れ
た

作
風
を
も
っ
作
品
と
は
い
え
な
い
。

全
部
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と
は 、

保
存
が
い

い
と
い
う
こ
と
と 、

こ
れ
ら
の
能
衣
裳
は
岡
山
藩
主
池
田
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

も
の
で 、

そ
の
ま
L
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て 、

こ
れ
ら
の
能
衣
裳
は
岡
山
藩
に
お
け
る
能
楽
の
消
長
を
研
究
す
る
に
は
何

よ
り
の
好
資
料
で
あ
ろ
う o

今
回 、

調
査
し
た
一

部
の
能
衣
裳
の
中
か
ら
注
目
す

べ
き
3

領
を
紹
介
し
た
い
。

16 

美

研

術

工

世
一A

究

....... 
主

（

1
）
 

白
地
菊
桐
す
す
き
貝
文
様
縫
箔
肩
裾

1 
領

丈
H
8
．H
佃

桁

印
叶・
町
四

（

第

1
図〉

こ
の
肩
裾
は 、

肩
と
裾
を
雲
形
に
仕
切
り 、

肩
部
と
裾
部
に
金
摺
箔
を
ほ
ど
こ

し 、

そ
れ
に
見
事
な
刺
繍
を
行
っ
た
縫
箔
で
あ
る
o

肩
部 、

裾
部
に
ほ
ど
こ
さ
れ

て
い
る
刺
繍
は 、

菊
花 、

桜
花 、

桐
花 、

す
す
き 、

貝
類
の
文
様
を
紅 、

紫 、

黄

茶 、

蔚
黄 、

緩 、

白 、

浅
黄 、

う
す
紅
色
の
色
糸
で
刺
繍
し
て
い
る
が 、

す
す
き

の
穂
以
外
は
撚
糸
を
用
い
ず
釜
糸
を
使
用
し
て
い
る
。

白
の
細
糸
や
色
糸
で
手
繍
い
の
上
を
押
え
て
い
る
が 、

こ
れ
は
手
繍
い
の
ほ
つ

れ
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り 、

文
様
を
さ
ら
に
立
体
的
に
み
せ
る
効
果
的
技
法
で
も
あ

る
。

白
と
紫
の
細
糸
の
撚
合
せ
で
す
す
き
の
穂
を
表
現
し
て
い
る
が 、

刺
繍
に
お

け
る
こ
の
表
現
は
桃
山
期
の
一
つ
の
特
色
と
も
い
え
る
技
法
で
あ
ろ
う 。

ま
た 、

桃
山
期
の
刺
繍
に
よ
く
み
ら
れ
る
一

見 、

不
自
然
に
思
わ
れ
る
色
分
け
の

方
法

を 、

花
や
葉
な
ど
に
行
っ
て
い
る
。

胴
の
白
地
の
部
分
に
は
流
木
に
水
藻
が
金
泥
と
浅
黄
色
の
染
料
で
描
か
れ
て
い

る
が 、

肩
や
裾
の
繍
法
に
比
べ
て
同
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
。

後
日
描
き

加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

水
と
水
藻
を
選
ん
だ
理
由
は 、
一
屑
部
と
裾
部
に
貝

類
が
刺
繍
さ
れ
て
い
る
た
め 、

海
賊
文
様
と
み
た
て
て
の
補
筆
と
考
え
ら
れ
る
。



こ
の
肩
裾
も
仕
立
直
し
が
行
わ
れ
て
前
身
の
袖
に
は
美
し
い
縫
箔
が
見
ら
れ
る

が 、

上
部
で
両
袖
と
も
は
い
で
あ
る
た
め
に
文
様
が
そ
の
部
分
だ
け
逆
に
出
て
い

る
。

後
身
の
両
袖
に
は
縫
箔
が
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
で 、

流
水
と
水

藻
を
描
き
足
し
た
の
は
こ
の
修
理
が
な
さ
れ
た
時
で
は
あ
る
ま
い
か
と 、

想
像
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
補
修 、

後
補
は
あ
る
が 、

桃
山
期
の
繍
技
を
知
る
に
は
ま
こ
と
に

好
資
料
で
あ
る
。

岡
山
美
術
館
所
蔵
能
衣
裳

（

2
）
 

紅
標
自
染
分
松
樹
文
様
縫
箔

丈
5H・
0

団

桁

g・
0

佃
ハ
第
2
図〉

領

右
か
ら
左
へ
幅
お
佃
の
紅 、

謀 、

自
の
斜
線
を
染
分
け
に
し
て 、

後
身
の
裾
中

央
よ
り

一

本
の
松
樹
を
前
身
に
か
け
て
大
胆
に
構
図
し
て
い
る
。

ま
た 、

後
身
の

右
袖
か
ら
肩
部
に
松
樹
を
一

本
出
す 。

後
身
は 、

裾
中
央
の
松
樹
と
肩
に
お
か
れ

た
松
樹
で
松
樹
文
様
を
構
成
し 、

前
身
は
後
身
の
裾
よ
り
の
松
樹
が
両
袖
と
裾
の

部
分
に
枝
を
の
ば
し
た
構
成
で
あ
る
。

紅 、

練 、

自
の
斜
線
の
内
部
に
は
金
と
銀

の
方
形
の
箔
を
棒
に
出
し
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。

白地菊仲lすすき貝文様縫箔肩鋸
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松
の
幹
は
茶 、

松
葉
は
萌
黄
と
浅
黄
色
で
手
繍
い
を
主
調
と
し
た
繍
技
は
精
巧

で 、

色
数
を
少
く
し
た
松
樹
を 、

紅 、

練 、

自
の
斜
線
の
上
に
雄
々
し
く
浮
べ
た

効
果
は
凡
な
着
想
で
は
な
い
。

織
分
け
に
し
な
い
で
染
分
け
に
し
た
の
も
古
調
だ

し 、

繍
技
も
ま
こ
と
に
巧
級
で 、

す
ぐ
れ
た
文
様
構
成
と
と
も
に
注
目
す
べ

き
作

品
で 、

江
戸
初
期
の
作
と
み
た
い
。

補
修
も
な
く
保
存
も
い
い
の
が
さ
ら
に
こ
の

作
品
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。

自
給
子
地
松
竹
梅
桜
花
橘
宝
尽
し
文
様
縫
箔
肩
裾

1 
領

3 

丈

E
p
m
m

桁

呂
町
側
（
第
3
図〉

肩
裾
の
形
式
を
と
る
縫
箔
で
あ
る
。

胴
を
肩
と
裾
に
仕
切
る
の
に
松
皮
菱
崩
し

で
仕
切
っ
て 、

胴
は
白
く
ぬ
き 、

肩
部
と
裾
部
は
黒
染
め
に
出
す 。

黒
染
め
に
し

た
肩一 、

裾
の
部
に
種
々
の
文
様
を
小
文
様
形
式
に
し
て
刺
繍
し 、

文
様
の
隙
聞
に

霞
形
の
金
箔
を
置
く 。

肩
部
に
も
裾
部
に
も
松
皮
菱
崩
し
文
様
を
全
面
に
わ
た
っ

て
横
に
わ
た
し 、

そ
の
外
縁
を
紅
糸
で
繍
っ
て
区
劃
し
て
い
る
。

肩
部
に
は
3
カ

所 、

裾
部
に
は
4
カ
所
あ
る
が 、

そ
の
内
に
は
宝
尽
し 、

梅
花 、

菊
唐
草
文
様
の

み
を
刺
繍
し 、

そ
れ
以
外
の
地
に
は
橘 、

桜
花 、

松 、

竹
笹
を
刺
繍

し

て

い

る

が 、

そ
の
繍
技
は
ま
こ
と
に
精
巧
細
綴
と
い
え
よ
う
o

金
糸 、

白 、

紅 、

商
賞 、

浅
黄
色
の
色
糸
を
地
色
の
黒
地
に
対
し
巧
み
な
配
色
効
果
は 、

こ
の
作
品
の
格
調

を
高
く
し
て
い
る
。

宝
尽
し
文
様
に
は
細
糸
の
撚
糸
を
使
用
し
て
い
る
が 、

他
は

釜
糸
を
使
用
し 、

さ
し
繍 、

駒
繍
い
の
繍
法
が
そ
の
主
軸
を
な
し
て
い
る
。

全
体
の
文
様
が
小
さ
い
文
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

繁
雑
さ
は
な
く

厳
正

感
を
与
え
る
の
は 、

一

糸
一

糸
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
繍
技
の
結
果
で
あ
ろ
う 。

黒
地
に
映
え
る
金
色
と
色
糸
の
配
色
の
巧
み
さ
は 、

繍
技
の
精
巧
さ
と
相
侠
っ
て

す
ぐ
れ
た
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
た
。

江
戸
時
代
初
期
の
後
期
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
が 、

損
傷
は
殆
ん
ど
な
く
保

存
も
い
い
。

生
地
が
倫
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て 、

能
衣
裳
と
し
て
は
着
付
に
使

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
o

池
田
家
の
伝
来
で
は
縫
柏
と
さ
れ
て
い
る
が 、

ま
さ

し
く
さ
う
で
あ
る
。

江
戸
初
期
の
繍
技
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う 。

（
守

国

白倫子地松竹梅桜花橘宝尽し文様縫箔肩裾
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A 
寸

井

町

民

家

調

査

の

概

奈
良
県
橿
原
市
に
あ
る
今
井
町
は
、
中
世
都
市

(
寺
内
町
〉
の
様
相
を
よ
く
伝

え
、

古
い
民
家
を
多
数
残
し
て
い
る
場
所
と
し
て
、

特
に
著
名
で
あ
る
。
こ
の

町
の
民
家
に
つ
い
て
は
、
昭
和
初
年
、
東
京
大
学
関
野
克
教
授
を
代
表
者
と
す
る

今
井
町
住
宅
調
査
団
こ
よ
る
調
査
が
あ
り
、
そ
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
今
西
一

郎
氏
住
宅
の
重
要
文
化
財
指
定

(犯・

6
-
M
)
が
実
現
し
た
の

却
で
あ
っ
た
o

し
か
し
こ
の
町
の

姐
重
要
性
は
、
今
西
家
一
軒
の
存

悦
在
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

服
そ
れ
は
第
一
に
は
、
都
市
の
古

今く
い
姿
を
よ
く
保
持
し
て
い
る
こ

h
ツ通

と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
指
定

町本
物
件
級
の
民
家
が
ま
だ
相
当
数

第 1図

てあ
今 る
井 こ
町と
はで
総あ
合 る
的 O

Kこし
広た
くが
保つ

護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ

今
井
町
民
家
調
査
概
要

要

建

造

研

~ 

主

究

物

い
て
は
い
ま
だ
十
分
な
施
策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
。

当
研
究
所
に
お
い
て
は
、
か
か
る
点
を
考
慮
に
い
れ
、
文
化
財
の
特
別
研
究
の

一
部
と
し
て
、
今
井
町
の
詳
細
な
調
査
を
計
画
し
て
い
る
。
昭
和
必
年
度
は
、
小

範
囲
に
つ
い
て
予
備
的
な
調
査
を
行
な
っ
た
。

調
査
は
昭
和
必
年
日
月
、
奈
良
女
子
大
学
家
政
学
部
住
居
学
科
に
よ
る
「
今
井

町
の
住
生
活
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
併
行
し
て
行
な
わ
れ
た
。
調
査
区
域
は
本
町

通
り
(
今
西
家
住
宅
の
面
す
る
東
西
の
道
路
)
と
御
堂
筋
(
本
町
通
り
の
南
の
道
路
、
称

今
主
リ
が
面
し
て
い
る
)
の
両
側
、
お
よ
び
東
部
町
割
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
。
フ

ロ
ッ
ク

で
あ
っ
て
、

そ
の
範
囲
内
の
民
家
を
悉
皆
調
査
し
た
。

調
査
対
象

口
C

件
の
う

ち
、
実
際
に
調
査
し
得
た
の
は

に
∞

件
で
あ
っ
て
、

達
成
率

∞寸・。

%
と
な
り
、

か
な
り
よ
い
成
績
を
得
た
。

た
だ
し
調
査
内
容
は
、

民
家
調
査
一
般
か
ら
見
れ

ば
、
第

1
次
調
査
に
相
当
す
る
簡
単
な
も
の
こ
と
ど
め
た
。
す
な
わ
ち
、

1 

現
状
平
面
図
の
作
成

2 

概
略
復
原

4 

写
真
撮
影

建
立
年
代
の
調
査

等
で
あ
っ
た
。
以
下
調
査
結
果
の
概
略
を
報
告
す
る
。

3 
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オ
ク

プ
ツ
マ

は

町

並

の

構

成

今

井

の
町
は
、
大
規
模
な
家
と
小
規

模
な
家
、
二
戸
建
と
長
屋
建
、

と
い
っ
た
よ
う
に
、
異
っ
た
形

態
、
規
模
の
民
家
の
混
在
に
よ

峨
!
っ
て
、
そ
の
町
並
が
構
成
さ
れ

肝

楓

羽

詰

六
欄
て
い
る
o

調
査
し
た
民
家

5

咽
件
の
う
ち
か
ら
、

特

殊

な

も

販
の
(
例
え
ば
土
蔵
を
改
造
し
た
も

刊
の
)
、特
に
新
し
い
も
の
、
改
造

今
が
甚
大
で
旧
状
が
判
断
で
き
な

E

凋
い
も
の
、
等
を
除
き
、
残
余
を

背

耳

，

・
4

一
羽
第
復
原
し
て
計
算
す
る
と
、

棟
。
色
世
帯
分
〉

に
な
る
。
こ

A 

れ
を
分
類
す
る
と
、
小
規
模
な

家
が
大
規
模
な
家
よ
り
ず
っ
と

二間取

多
く
、
棟
数
で
は
WM
、
世
帯
数

で
万
%
を
占
め
て
い
る
。

大
規
模
な
家
(
四
間
取
以
上
〉

お
棟

小
規
模
な
家
(
三
間
取
以
下
〉

侃
棟

。

cm
世
帯
分
)

こ
の
数
は
今
井
町
全
体
の
平
均
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
東
の

e

フ
ロ
ッ
ク
は
、
大
規

模
な
家
の
少
な
い
場
所
と
し
て
意
識
的
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
外

(お
世
帯
分
〉

し
て
、
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
で
あ
る
本
町
通
り
と
御
堂
筋
を
と
っ
て
み
て
も

20 

大
規
模
な
家

小
規
模
な
家

鈍
棟
(
鈍
世
帯
分
)
}

・

日
棟
〈
幻
世
帯
分
〉

」
三日

邸
棟
。
弓
世
帯
分
)

一
{

(

)

N

と
な
っ
て
い
て
、
や
は
り
小
規
模
な
家
の
方
が
ず
っ
と
多
い
。

次
に
は
二
戸
建
、
長
屋
建
の
別
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
総
数
で
い
え
ば

一
戸
建

ω棟

(ω世
帯

分

)

長

屋

建

お
棟

(η
世
帯
分
)

と
な
っ
て
、

世
帯
数
で
ほ
ど
半
々
と
な
る
。
次
に
こ
れ
を
さ
ら
に
細
か
く
見
ょ

う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
規
模
な
家
に
は
長
屋
建
は
ま
っ
た
く
な
い
(
例
外

的
に
、
小
規
模
な
家
と
2
軒
で
長
屋
に
な
っ
て
い
る
例
は
あ
る
が
)

O

こ
れ
に
対
し
小
規

模
な
家
に
は
二
戸
建
、
長
屋
建
の
両
方
が
あ
る
。
そ
の
比
率
は
だ
い
た
い
半
々
で

あ
る
が
、
世
帯
数
に
な
お
せ
ば
長
屋
建
の
方
が

2
倍
以
上
に
な
る
。
す
な
わ
ち
小

規
模
な
家

ω棟
は

一
戸
建

鈍
棟
ハ
鈍
世

帯

分

〉

長

屋

建

幻
棟

(
内
世
帯
分
〉

に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
で
わ
か
る
と
お
り
、
長
屋
建
は

1
棟
当
り
N

・N
世
帯
弱
と

な
る
。
つ
ま
り
長
屋
に
は
二
戸
建
が
多
く
、
三
戸
建
が
こ
れ
に
混
入
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
三
戸
建
長
屋
の
一
軒
一
軒
は
、
規
模
が
き
わ
め
て
小
さ
い
。

ゆ

平

面

町

家

で

あ

る

か

ら

、
平
面
は
す
べ
て
通
庭
式
で
あ
る
。
通
庭
が

向
っ
て
右
に
つ
く
も
の
、
左
に
つ
く
も
の
の
両
者
が
あ
る
が
、

数
で
は
右
の
方

が
多
い
。
す
な
わ
ち

右

通

庭

問
世
帯
分
)

左

通

庭

回
世
帯
分
十
計

H
A
H

世
帯
分

不
明
そ
の
他

6
世
帯
分
一

長
屋
に
は
二
戸
建
と
三
戸
建
と
が
あ
る
が
、
三
戸
建
は

1
世
帯
分
の
規
模
が
き



わ
め
て
小
さ
く
、
ほ
と
ん
ど
二
間
取
平
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。
長
屋
内
部
は
同
一

平
面
の
二
戸
ま
た
は
三
戸
か
ら
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
打
ち
返
し
平
面
も
か

な
り
あ
る
。

通
庭
を
右
に
と
る
か
左
に
と
る
か
を
決
定
す
る
要
因
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
考
え
う
る
原
因
と
し
て
は
、
左
記
3
点
が
あ
る
。

1

通
庭
を
東
に
と
る
。
こ
れ
は
奈
良
県
下
に
広
く
普
及
し
て
い
る
住
宅
の
基
本

で
あ
る
。
今
井
町
の
場
合
も
、道
路
の
北
側
文
は
南
側
に
建
つ
も
の
で
数
え
る
と

東
土
間

的
世
帯

分

西

土

間

引
世
帯
分

と
な
っ
て
、
東
側
通
庭
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
お
東
ま
た
は
西
向
き
の
家
で
は

南
側
通
庭
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

2

側
面
道
路
側
に
通
庭
を
と
る
。
前
面
ば
か
り
で
な
く
、
左
右
い
ず
れ
か
の
側

面
に
も
道
路
が
ま
わ
る
家
で
は
、
そ
の
道
路
ぞ
い
に
通
庭
を
と
る
。
こ
の
よ
う

な
敷
地
の
民
家
幻
例
中
、

通
庭
を
道
側
に
と
る
も
の
は
幻
例
を
数
え
、
そ
う
で

な
い
も
の
日
例
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
。

3

町
の
木
戸
口
側
に
通
庭
を
と
る
。
町
の
西
端
に
近
い

μ
世
帯
分
を
と
っ
て
み

る
と
、
今
西
家
を
ふ
く
め
西
通
庭
が
ロ
世
帯
分
も
あ
っ
て
、
他
地
区
と
は
比
較

に
な
ら
ぬ
程
、
西
通
庭
の
率
が
高
い
。
こ
れ
は
木
戸
口
に
近
い
方
に
通
庭
を
と

っ
た
結
果
と
み
ら
れ
よ
う
。

庭
の
巾
は
家
の
広
狭
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
も
っ
と
も
小
規
模
な
家
で
は
、
通

庭
の
巾
は

1
問
で
、
こ
の
う
ち
に
半
聞
の
物
置
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
や
a
A

家
の

規
模
が
大
と
な
れ
ば
正
味
1
間
と
な
り
、
大
規
模
な
家
に
な
る
と
、
通
庭
の
巾
は

数
聞
に
及
び
、
な
か
に
シ
モ
ミ
七
が
と
ら
れ
る
。

部
屋
部
分
は
二
間
取
、
三
間
取
、

六
間
取
が
基
本
形
で
あ
る
。
調
査
し
た
う
ち

今
井
町
民
家
調
査
概
要

で
は
、
1
2
川市間
取
が
」即
日世
帯
分
と
b
ち
ば
品
会
設

一一ιさ

い
で
主
閉
職
務
飴
寝

間
取
幻
世
帯
分
一と
つ
づ
き
Y

こ
れ
で
全
体
の
川
四
%
を
占
抗
V

Fる
mgと
と
本
忍
仲
丸

は
特
殊
形
で
あ
る
。

二
間
取
は
ミ
セ
と
オ
ク
の

2
室
か
ら
な
る
。
三
間
取
で
は
、
こ
の

2
室
の
聞
に

ナ
カ
ノ
マ
が
入
る
。
小
さ
な
三
間
取
の
家
で
は
、
ナ
カ
ノ
マ
は

3
畳
程
の
狭
い
部

屋
と
な
っ
て
い
て
、
二
関
取
か
ら
三
間
取
に
移
行
す
る
過
程
を
み
せ
て
い
る
。
次

に
六
間
取
は
三
間
取
の
上
手
に
さ
ら
に

3
室
が
つ
く
形
で
あ
っ
て
、
こ
の
列
の
部

屋
は
前
か
ら
ミ
セ
オ
ク
、
ナ
ン
ド
、
プ
ツ
マ
と
呼
ば
れ
る
。
た
だ
し
六
間
取
の
よ

う
な
大
規
模
な
家
に
な
る
と
、
さ
ら
に
上
手
に
座
敷
等
が
つ
く
こ
と
も
多
く
な
る

の
で
、
変
化
形
が
出
て
く
る
。

二
階
に
は
本
二
階
と
、
物
置
程
度
の
ツ
シ
の

2
種
が
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、

古
い
家
、
小
規
模
な
家
は
ツ
シ
で
あ
り
、
新
し
い
家
や
規
模
の
大
き
な
家
で
は
本

二
階
建
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
ど

こ
も
改
造
が
大
き
い
の
で
、
な
お
精
査
が
必

要
で
あ
る
。

C

建
立
年
代
今
回
の
調
査
の
範
囲
内
で
は
、
建
立
年
代
を
直
接
知
る
こ

と
が
で
き
る
家
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
形
式
手
法
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
年
代
の

古
い
家
は
主
と
し
て
大
規
模
な
家
に
み
ら
れ
、
小
規
模
で
長
屋
建
の
家
で
は
、
よ

ほ
ど
古
風
に
み
え
て
も
、
江
戸
末
期
ど
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て

も
、
初
期
に
は
ま
だ
江
戸
時
代
の
流
れ
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

今
回
の
調
査
は
予
備
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
継
続
し
、

さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
都
市
の
構
成
要
素
で
あ
る
民
家
の
実
態
が
明
確
と

な
り
、
そ
こ

か
ら
都
市
保
存
方
策
の
展
望
も
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

伊
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子高

井

県

民

家

調

査

昭
和
必
年
7
月
お
よ
び
日
月
に
福
井
県
下
で
民
家
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
調

査
は
国
家
補
助
を
う
け
て
、
各
府
県
が
実
施
し
て
い
る
民
家
緊
急
調
査
の
一
環
を

な
す
も
の
で
、
福
井
県
か
ら
主
任
調
査
員
に
伊
藤
、
調
査
員
に
沢
村

・
細
見

・
宮

沢

・
伊
東

・
宮
本

・
村
上
の

6
名
が
委
嘱
さ
れ
た
。
調
査
は
ま
ず
市
町
村
か
ら
提

出
さ
れ
た
約

5
0
棟
の
古
民
家
の
リ
ス
ト
の
う
ち
、
別
棟
に
つ
い
て
調
査
員
が
現

地
に
お
も
む
き
調
査
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
こ
の
う
ち
か
ら
最
終
的
に

M
棟
を
選

ん
で
詳
し
い
資
料
を
つ
く
っ
た
。
調
査
し
た
民
家
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
げ
世

紀
後
半
か
ら
刊
世
紀
中
頃
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
今
回
の
調
査
お
よ

び
従
来
の
調
査
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
福
井
県
民
家
の
概
要
を
の
べ
た
い
。

福
井
県
は
現
在
、行
政
的
に
一
つ
の
地
域
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、

民
家
の
平
面
形
式
、
構
造
形
式
、
柱
間
寸
法
の
と
り
か
た
な
ど
越
前
と
若
狭
で
は

著
し
い
ち
が
い
が
あ
る
。
こ
の
た
め
ま
ず
最
初
に
越
前
と
若
狭
の
そ
れ
ぞ
れ
の
型

に
つ
い
て
平
面
、
構
造
の
概
略
を
の
べ
、
次
に
両
者
を
比
較
し
、
周
辺
地
域
の
民

家
と
の
関
連
を
の
ベ
る
。

A 

越

日IJ

越
前
の
農
家
は
越
前

I
型
か
ら

W
型
ま
で
の
四
つ

の
型
に
区
分
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
型
は
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
分
布
す
る
。

22 

概

建

造

物

研

究

室

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

要
越
前

I
型

(第
1
図
1
・

2
〉
平
入
で
、
間
取
は
若
狭

I
型
と
同
様
、
ほ
ぼ
棟
通

り
で
前
後
に
わ
け
、
前
半
に
ニ
ワ
(
土
間
)
、
ダ
イ
ド
コ
ロ

、

ウ
マ
ヤ
を
と
り
、

後
半
に
部
屋
を
な
ら
べ
る
。
た
だ
し
こ
の
型
の
古
い
も
の
は
家
の
一
隅
に
部
屋
を

と
り
、
こ
れ
を
ニ
ワ
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
な
ど
の
土
間
が

L
型
に
と
り
か
こ
む
形
を
と

る
。
構
造
は
下
屋
造
で
あ
る
。
部
屋
部
分
を
指
物

・
梁
で
か
た
め
、
こ
れ
を
核
と

し
て
、

縦
横
に
大
梁
を
配
し
て
台
所
な
ど
土
間
部
分
の
大
き
な
空
間
を
構
成
す

る
。
小
屋
は
サ
ス
組
で
あ
る
。
越
前
南
部
の
今
立
郡
、南
条
郡
な
ど
に
分
布
す
る
。

今
立
町
や
武
生
市
で
は
炊
事
場
や
座
敷
を
ツ

ノ
ヤ
と
す
る
例
が
多
く
、
間
取
も
複

雑
に
な
る
。

越
前

E
型
〈
第
1
図
3
〉
多
く
は
妻
入
で
あ
る
が
、
平
入
の
も
の
も
ま
じ
る
。

間
取
は
前
方
に
広
い
土
間
と
板
敷
ハ
古
い
も
の
は
土
座
)
の
部
分
を
と
り
、
奥
に
部

屋
を
と
る
。
前
方
は
入
口
の
土
間
と
オ
イ
エ
と
よ
ば
れ
る
日
常
生
活
の
中
心
と
な

る
部
分
で
あ
り
、
奥
の
部
屋
は

2
列
に
な
ら
ぶ
。
小
視
模
な
民
家
は

2
室
で
あ
る

が
、
大
規
模
な
家
は

4
室
以
上
に
な
る
。
構
造
は
下
屋
造
で
、
前
方
の
オ
イ
エ
、

ニ
ワ
の
広
い
空
間
は
桁
行
方
向
の
梁
を
主
要
な
梁
と
し
て
配
す
。
部
屋
部
分
の
軸

部
は
指
物
で
か
た
め
る
が
、
新
し
く
な
る
と
指
物
を
用
い
ず
薄
鴨
居
を
用
い
、
長

押
を
打
っ
て
書
院
風
な
座
敷
を
つ
く
る
。
大
野
盆
地
、
足
羽
郡
な
ど
越
前
平
野
、

大
野
山
地
に
広
く
分
布
す
る
。
こ
の
型
で
は
馬
屋
を
ツ

ノ
ヤ
と
す
る
例
が
多
い
。



越
前
阻
型
〈
第
1
図
4
)
妻

入
で
、
間
取
は
前
方
よ
り
ニ

ヮ
、
オ
イ
エ
を
そ
れ
ぞ
れ
梁

聞
い
っ
ぱ
い
に
と
り
、
こ
の

奥
に
部
屋
を
2
列
に
な
ら
べ

る
。
越
前

H
型
と
異
な
る
点

は
ニ
ワ
と
オ
イ
エ
が
平
面
的

に
も
構
造
的
に
も
は
っ
き
り

わ
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

構
造
は
オ
イ
エ
の
前
後
両
方

1 越前I型堀口敏喜氏宅(復)i也印町 2 越市i]I型

谷口平右衛門氏宅(現)武生市 3・7 越前E型 橋 本

誠一氏宅(復)大野市 4 越rliJill型瓜生守吾氏宅(現)

鯖江市 5 若狭 I型石原卯之助氏宅 (裂) 教賀市

8・8 若狭E型 岩佐秀一氏宅 ci反)名m庄村

〔現 :現状復 :復原町f前図は現状〕

福井県民家の類型

福
井
県
民
家
調
査
概
要

に
た
っ
ぜ
-を
桁
行
梁
宅
つ
!な
ぎ
、4
ζ

れ
を
基
本
骨
粗
ーと
1
て、

ι
'一玖

相
部
屋
行、

を
配
し
て
い
る
。
越
前
北
部
に
分
布
し
、
一
部
は
越
前
評
野
中
央
部
に
も
は
山
り

こ
ん
で
い
る
。

ぞ

越
前
N
型

美

濃

境

、
奥
越
前
に
分
布
す
る
。
今
回
こ
の
地
域
は
調
査
を
行
な

わ
な
か
っ
た
の
で
省
略
す
る
。

B 

若

狭

第 1図

若
狭
の
農
家
は
小
浜
市
を
境
に
し
て
、
東
西
2
型
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

若
狭
I
型
(
第
1
図
5
)

平
入
で
間
取
は
六
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

ほ
ぼ
棟
通

り
で
、
前
後
に
わ
け
、

前
部
は
中
央
に
入
口
に
な
る
土
間
(
ニ
ワ
)
を
と
り
、
そ

の
左
右
に
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
ウ
マ
ヤ
(
あ
る
い
は
物
置
)
を
と
る
。
後
部
は
部
屋
部
分

で
、
台
所
の
奥
に
不
マ

二
室
の
例
が
多
い
)
、
ニ
ワ
、
ウ

マ
ヤ
の
奥
に
座
敷
2
室

を
と
る
。
ダ
イ
ド
コ
ロ
が
広
/
¥

ネ
マ
が
小
さ
く
な
っ
て
喰
違
い
の
間
取
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
。

構
造
は
下
屋
造
で
、

そ
の
原
理
は
家
の
中
央
部
の
室
隅

と
、

外
壁
よ
り
半
間
内
側
に
入
っ
た
室
境
に
構
造
上
主
要
な
柱
を
た
て
、

梁

・

指
物
で
軸
部
を
か
た
め
、
こ
れ
よ
り
外
壁
が
つ
く
側
柱
に
梁
な
ど
つ
な
ぎ
の
部
材

を
配
し
て
空
間
を
構
成
す
る
。
小
屋
は
サ
ス
組
で
あ
る
。

小
浜
東
部
か
ら
三
方

郡
、
敦
賀
市
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
。

若
狭

E
型
(
第
1
図
6
)
妻
入
で
平
面
は
棟
通
り
で
左
右
に
わ
け
、

一
方
の
側
に

前
方
か
ら
ニ
ワ
、
ダ
イ
ド
コ
ロ

、
ネ
マ
の

3
部
分
を
と
り
、
も
う

一
方
の
側
は
前

方
に
ウ
マ
ヤ
、
そ
の
奥
に
座
敷
2
室
を
と
る
。
こ
の
型
で
も
ダ
イ
ド
コ
ロ
が
広
く

喰
違
い
の
間
取
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
柱
は
棟
通
り
お
よ
び
部
屋
境
に

1

間
間
隔
に
た
て
、
貫
や
桁
梁
で
か
た
め
る
が
、
古
い
形
式
は
太
い
地
梁
を
も
ち
い
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点
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

武生市

な
い
。
小
屋
は
棟
束
に
よ

っ
て
棟

木
を
支
え
、
棟
木
よ
り
タ
ル
木
を

た
ら
し
、
屋
根
荷
重
を
支
払
え
る
形

般
農
家
の
多
く
が
サ
ス

式
で

加藤良久氏宅

(
合
掌
)
で
あ
る
の
と
異
な

っ
て

し

る
。
小
浜
市
西
端
か
ら

分
布
す
る
。

若
狭
に

越前型

C 

越
前
型
と
若
狭
型
の

相
違
と
分
布

第 2図

越
前
型
と
若
狭
型
と
は
間
取
、

構
造
形
式
な
ど
前
述
の
よ
う
に
そ

れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

越
前
型
一と
若
狭
型
と
の
主
な
相
違

若
狭

l
、

E
型
で
は
特
に
大
規
模
な
家
は
な
く
、
桁
行
6
間

梁
間
4
間
ほ
ど
の
も
の
が
標
準
的
で
あ
る
が
、
越
前
で
は
規
模
の
著
し
く
大
き
い

家
が
あ
る
一
方
、
規
模
が
小
さ
い
家
も
あ
る
。
前
者
は
北
陸
系
、
後
者
は
畿
内
系

民
家
の
特
色
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

主
屋
の
規
模

ツ
ノ
ヤ
と
い
う
の
は
主
屋
と
棟
を
か
え
て
突
出
す
る
部
分
(
第
2
図
〉

を
い
う
。
ウ
マ
ヤ
、
炊
事
場
、
座
敷
な
ど
が
ツ
ノ
ヤ
と
な
る
。
若
狭
で
は
ほ
と
ん

ど
ツ
ノ
ヤ
は
み
ら
れ
な
い
が
、
越
前
で
は
越
前
平
野
、
大
野
盆
地
を
中
心
と
し
て

ま
た
、
上
層
の
家
で
は
特
に
発
達
が
著
し
い
。

ツ
ノ
ヤ

多
く
、

屋
根
屋
根
材
料
は
古
民
家

で
は
か
や
ぶ
き
が
多
い
が
、
瓦
ぶ

き
の
も
の
も
若
干
あ
り
、
最
近
で

は
瓦
ぶ
き
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
奥
美
濃
や
平
野
部
で

も
板
ぶ
き
が
少
数
あ
る
。
か
や
ぶ

き
の
屋
根
形
式
は
入
母
屋
造
で
あ

り
、
若
狭
の
は
破
風
が
大
き
い
が

越
前
の
は
小
さ
い
。
若
狭
の
屋

根
は
直
線
的
で
軒
を
低
く
ふ
き
お

ろ
し
、
す
っ
き
り
し
て
い
る
が
、

越
前
の
も
の
は
軒
は
や
や
高
く
、

あ
ら
い
感
じ
の
ふ
き
方
で
あ
っ
た

り
、
ま
た
に
ぶ
い
感
じ
が
す
る
。

小
屋
構
造
屋
根
荷
重
は
サ
ス
(
合
掌
)
で
受
け
る
の
が
全
国
的
に
般
的
で

あ
る
が
、
若
狭

H
型
は
サ
ス
で
な
く
、
棟
束
を
た
て
、
棟
木
を
う
け
、
貫
で
か
た

め
、
両
側
に
控
え
の
小
屋
東
を
た
て
、
棟
木
よ
り
垂
木
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
屋
根
荷

重
を
う
け
る
。
若
狭

l
型
、
越
前
各
型
は
サ
ス
組
で
あ
る
。
棟
束

・
タ
ル
木
構
造

の
民
家
は
西
若
狭
か
ら
京
都
北
部
を
へ
て
能
勢
地
方
、
ま
た
南
に
と
ん
で
、
泉
南

か
ら
紀
ノ
川
流
域
、
奈
良
県
吉
野
地
方
の

一
部
な
ど
畿
内
周
辺
部
に
分
布
す
る
。

柱

太

さ

若

狭

E
型
で
は
特
に
太
い
柱
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
日
佃
角
前
後

に
平
均
し
て
い
る
。
し
か
し
、越
前
で
は
土
間
や
オ
ウ
エ

廻
り
の
主
要
な
柱
を
側
廻

り
の
柱
よ
り
太
く
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
。
若
狭

I
型
で
は
、
東
部
で
太
い
柱

24 

名田庄村氏宅若狭型岩佐秀第3図



を
用
い
て
い
る
。
太
い
柱
は
お
佃
角
以
上
に
も
お
よ
ぶ
。
標
準
的
な
柱
は
日
個
ほ

ど
で
あ
る
。
越
前
民
家
の
柱
が
太
い
の
は
こ
こ
が
多
雪
地
帯
で
あ
る
こ
と
に
関
係

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
地
方
の
特
色
の
あ
る
の
は
マ
タ
バ
シ
ラ
と
呼

ば
れ
る
枝
の
出
た
柱
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
側
廻
り
に
た
ち
、
マ

タ
に

ち
か
い
位
置
で
下
屋
桁
を
う
け
、
こ
こ
よ
り
出
る
枝
で
上
屋
桁
を
受
け
る
と
い
う

も
の
で
、

-
本
の
柱
で

2
本
分
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
マ
タ
パ
シ
ラ
を

用
い
て
い
る
の
は
比
較
的
古
い
家

(
四
世
紀
前
半
以
前
)
に
限
ら
れ
て
い
る
。

柱
間
寸
法

・
柱
割
若
狭
型
で
は
柱
間
寸
法
を
∞
-m
尺
を
基
準
と
し
、
や
ω
尺

×
ω
・
5
尺
の
京
間
畳
を
入
れ
る
よ
う
に
畳
割
に
よ
っ
て
柱
聞
を
き
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
越
前
で
は
柱
間
寸
法
は
中
京
聞
の
系
列
に
属
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が

一
定
し
て
い
な
い
。
1
棟
の
家
で
も
土
聞
は

6
尺
心
々
、
座
敷
6
尺
×

3
尺

の
畳
を
入
れ
る
よ
う
に
畳
割
で
柱
聞
を
き
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

土
間
住
い
現
在
ど
の
家
も
台
所
は
板
敷
き
と
な
っ
て
い
る
が
、
越
前
型
や

若
狭

l
型
が
分
布
す
る
地
域
に
は
も
と
土
間
で
あ
っ
た
家
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
柱

に
残
る
痕
跡
や
、
一一二
口
伝
え
か
ら
知
ら
れ
る
。
土
間
住
い
の
存
在
は
北
陸
系
民
家
に

多
く
み
ら
れ
る
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

仏
間

真
宗
の
勢
力
が
強
い
北
陸
地
方
で
は
住
い
に
も
こ
の
影
響
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
越
前
で
は
仏
壇
が
大
き
く
立
派
で
、
も
っ
と
も
格
式
の
高
い
座
敷
に

お
か
れ
て
い
る
。
坊
さ
ん
の
た
め
に
仏
間
の
裏
手
な
ど
に
休
息
聞
を
設
け
る
こ
と

が
行
な
わ
れ
る
。
小
規
模
な
古
い
家
で
は
、
部
屋
1
室
を
囲
う
の
み
で
、
他
を
土

問

・
土
座
と
す
る
。
こ
の
部
屋
が
仏
間
で
あ
っ
て
、
最
初
に
部
屋
と
し
て
出
現
す

る
の
が
仏
間
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
今
立
郡
池
田
町
の
例
で
み
る

と
、
仏
間
の
つ
ぎ
に
寝
聞
が
独
立
し
、
2
室
と
な
り
、
さ
ら
に

ト
コ
ノ

マ
の
あ
る

福
井
県
民
家
調
査
概
要

座
敷
を
加
え
て
い
与
、
越
前

I
型
の
典
型
的
な
間
取
り
で
あ
る
棟
通
り
よ
り
後
半

に
部
屋
を
横
に
な
ら
べ

る
形
式
が
成
立
す
る
。
越
前

E
型
に
お
い
て
も
、
オ
イ
エ

の
奥
の

2
室
の
う
ち

1
室
は
仏
間
で
あ
り
、
他
の

1
室
を
穀
物
収
納
の
場
所
と
す

る
の
が
古
い
間
取
り
で
あ
る
ら
し
い
。
前
述
の
仏
間
1
室
の
間
取
り
に
お
い
て
こ

こ
が
寝
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
も
最
初
に
仏
聞
が
成
立

す
る
と
い
う
例
は
他
の
地
方
で
は
み
ら
れ
な
い
。
な
お
、
若
狭
型
で
は
座
敷
に
ト

コ
ノ
マ
と
な
ら
べ
て
仏
壇
を
か
ま
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
越
前
と
若
狭
の
民
家
は
著
し
い
相
違
点
を
も
っ
て
い
る
。

ら
各
型
が
周
辺
地
域
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
み
て
み
よ
う
。

若
狭
I
型
は
小
浜
市
東
部
か
ら
敦
賀
市
ま
で
分
布
し
、
滋
賀
県
湖
北
の
大
浦
地

方
を
中
心
に
同
型
の
も
の
が
分
布
す
る
。
若
狭

E
型
は
小
浜
西
部
に
分
布
し
、
京

都
府
北
部
か
ら
丹
波
高
地
に
分
布
す
る
。
こ
れ
ら
若
狭
型
は
む
し
ろ
、
湖
北
や
京

都
に
分
布
し
、
こ
れ
が
若
狭
に
及
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
若
狭

l
型
が

分
布
す
る
地
域
に
若
狭
日
型
が
少
数
な
が
ら
散
在
し
、
ま
た
、
若
狭

H
型
が
分
布

す
る
地
域
で
、
小
規
模
な
家
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ロ
マ
型
の
間
取
を
と
る
。

次
に
越
前
型
に
う
つ
っ
て
、
I
型
は
今
立
山
地
、
武
生
市
よ
り
南
に
分
布
す

る
。

H
型
は
越
前
中
央
部
に
分
布
す
る
。

I
型
と
と
も
に
も
っ
と
も
越
前
民
家
の

特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
皿
型
は
県
の
北
部
に
分
布
し
、
鯖
江
市
あ
た
り
ま
で
分

布
す
る
。
こ
の
型
は
滋
賀
県
湖
北
地
方
の
若
狭
I
型
が
分
布
す
る
す
ぐ
東
に
接
し

て
分
布
し
、
さ
ら
に
尾
張
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

今
回
調
査
し
た
民
家
の
う
ち
、
瓜
生
守
吾
氏
宅
、
橋
本
誠
一

氏
宅
、

宅
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

こ
れ

付
記

期
口
敏
喜
氏

(宮

智
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胡

桃

館

埋

没

建

物

の

復

図

秋
田
県
の
米

代
川
流
域
と
男

鹿
半
島
付
近
に

は 、

平
安
時
代

頃
に
比
定
さ
れ

る
建
物
が 、

土

中
よ
り
発
見
さ

れ
る
場
合
が
今

置配第1図

ま
で
に
も
ま
ま

あ
っ
た
。

古
く

は
安
永
4
年
に

い
ま
の
大
館
市

大
披
（
ひ
ら
き）

で
、

文
化
H
年
に
は
鷹
巣
町
小
ヶ
国
（
お
が
た）

の
地
で

、
い
ろ
い
ろ

な
伴
出
物
と

と
も
に
出
土
し
た
こ
と
が
平
田
篤
胤
の
『
皇
国
度
制
考
』

な
ど
に
あ
り 、

ま
た
最

近
で
は 、

男
鹿
市
脇
本
で
竪
穴
式
住
居
と
み
ら
れ
る
も
の
が
屋
根
葺
材
ま
で
も
そ

の
ま
ま
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
報
告
す
る
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
（
つ
づ

れ
こ）

字
胡
桃
館
（
く
る
み
だ
て〉

の
埋
没
家
匡
も

他
の
米
代
川
流
域
の
も
の
と
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原

建

造

物

研

究

室

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

か
つ
て
突
然
の
洪
水
の
た
め
に
火
山
灰
と
泥
土
と
が
混
り
あ
っ
た
い

わ
ゆ
る
シ
ラ
ス
に
よ
っ
て
一

気
に
覆
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
初
の
発
見
は 、

昭

和
犯
年
の
町
営
運
動
場
造
成
工
事
中 、

ブ
ル
ト
l

ザ
ー

が
土
中
の
木
材
を
ひ
っ
か

け
る
と
い
う
ま
っ
た
く
偶
然
の
機
会
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
幼
年
に
も 、

あ
と

で
の
ベ
る
一

号
建
物
の
一

部
が
あ
ら
わ
れ 、

そ
れ
が
我
が
国
で
も
例
の
少
な
い
板

倉
形
式
の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
注
目
を
あ
び
た
。

つ
い
で
必
年
に
い
た

り 、

県
・

町
の
教
育
委
員
会
を
主
体
と
す
る
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
計
画
・

実
行

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
本
年
度
も
8
月
は
じ
め
よ
り
3

週
間
に

わ
た
っ
て
第
二
次
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ 、

報
告
者
は
後
半
の
刊
日
間
こ
れ
に

参
加
し
た
。

こ
こ
で
は 、

主
と
し
て
発
見
建
物
の
紹
介
と 、

あ
わ
せ
て
当
初
形
式

の
復
原
を
も
試
み
た
い
。

お
な
じ
く 、

〔A〕

一

号
建
物南

辺
ロ－
u
s
m

北
辺
ロ・
由ω
印

m
（
必
造
営
尺 、

以
下
も
お
な
じ）

東
西
方
向

・

南

北
方
向

東
辺恒・
80
m

の
長
方
形
平
面
を
も
っ
建
物
で 、

旧
地
表
よ
り
上
約
〕
M
m
が
遺
存
し
て
い
た
。

各
辺
と
も
継
手
の
な
い
ほ
ぼ
却
四

角
の
長
大
な
土
居
が 、

長
辺
の
土
居
を
下 、

短
辺
の
土
居
を
上
に 、

半
落
し
の
渡

聴
に
し
て
組
み 、

数
個
の
玉
石
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

土
居
上
に
は 、

南
面

西
辺由・
8c
m
（
鈎
尺）



中
央
に
連
続
し
て
3
カ
所 、

北
面
に
2
カ
所 、

東
西
面
に
そ
れ
ぞ
れ
1
カ
所
の
扉

口
が
あ
り

扉
口
の
両
側
に
は
断
面
矩
形
の
方
立
を
土
居
に
大
入
れ
に
立
て 、

扉
板

は
一
枚
板
と
す
る
か、

あ
る
い
は
2

枚
の
板
を
角
太
柄
で
は
ぎ
合
せ
る
か
し
て 、

土
居
上
に
直
接
軸
摺
穴
を
う
が
ち
外
聞
き
に
建
込
ん
で
い
る 。

扉
口
以
外
の
部
分

は 、

厚
5
1
6
叩
・

巾
却
価
の
横
板
を
校
倉
を
組
む
様
に
直
交
す
る
材
を
交
互
に

積
上
げ
横
板
壁
を
形
成
し、

遺
材
は
1

枚
な
い
し
2

枚 、

痕
跡
と
し
て
は
3

枚
分

確
か
め
ら
れ
す
く
な
く
と
も
そ
れ
以
上
積
上
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

内
部

は 、

旧
地
表
面
上
の
短
辺
方
向

に
数
本
根
太
が
配
置
さ
れ 、

ま
た
根
太
下
飼
い
物

と
み
ら
れ
る
木
片
が
散
布
し
て
い

た
か
ら 、

床
は
板
敷
き
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

た
だ
中
央
の
背
面
寄
り

に
上
端
を
の
こ
ぎ
り
様
の
も
の
で

切
断
し
た
3

本
（
2

本
は
円

形、
ー

胡
桃
館
岨
没
建
物
の
復
原

二号建物・三号建物全景

の仕本
使 口 は
途が矩
はあ形
不 つ で
明 て
）転板し の 周溝

か 工 材～
も村らお
z_. 力、 し 内
五；＝！； と； ti.
が 一一 日、 ど
床に そ の

掘
立
て
ら
れ 、

上
端
よ
り
も
突
き
出
る
長
さ

に
な

る
の
で 、

こ
の
部
分
の
み
床
板
が

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る o

必
年
度
の
調
金
で
以
上
の
こ
と

が
判
明
し
た
が

、

今
年
度
は
こ
れ

に
加
え
て 、

南
側
中
央
扉
口
の
前

第一2図

の
沓
ぬ
ぎ
石
の
精
査 、

南
面
雨
落
ち
務
の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て 、

南
面
が
正
面
で

、
あ
る
こ
と 、

軒
の
出
が
「
∞
m
近
く
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
埋
没
前
の
姿
を
復
原
し
た
の
が
第
4
図
で
あ
る 。

以

下
復
原
根
拠
を
列
挙
し
て
み
よ
う 。

－

扉
口
の
構
造
は 、

既
出
の
冠
木
材
が
（
上
部
材
と
し
て
発
見
さ
れ
た
唯一
の
も
の

で、
内
法
寸
法

が
北
面
東
側
扉
口
と一
致
す
る）

方
立
の
上
部
に
軸
摺
材
と
し
て
入

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。

そ
の
高
さ
は 、

壁
板
が
比
較
的
薄
い
こ
と
か

ら
考
え
て 、

通
常
の
内
法
0・∞
m）

程
度
で
あ
っ
た
ろ
う 。
い
ま
冠
木
上
端
と

板
上
端
と
が
同
一
面
で
あ
っ
た

と
仮
定
す
る
と 、

冠
木
は
6
枚

目
の
板
位
置
（
板
壁
高
さ
で
「∞

m）

に
く
る
の
が
適
当
か
と
思

わ
れ
る 。

2 

板
壁
部
分
の
積
上
げ
高
さ
も

き
め
難
い
が

、

現
存
す
る
同
種

の
遺
構
か
ら
み
る
と 、

冠
木
上

に
1
1
2
枚
通
す
の
を
通
例
と

し 、

ま
た
そ
の
方
が
構
造
的

に

も
強
く
な
る
か
ら 、

こ
こ
で
も

1

枚
い
れ 、

扉
の
分
と
あ
わ
せ

て
7
枚
（
N

山
m
）
積
上
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
た 。

3 

上
部
構
造
は 、

梁
を
叩
尺
間

二号建物南面隅詳細第3図
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平 面

第4図

隔
に
妻
と
も
で
5
本
か
け、
東
西
棟
の
切
妻
と
想
定
し
た。
ま
た
軒
の
出
が
比
較
的
深
い
か
ら、

出
桁
に
し
な
い
以
上
橿
は
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ、
梁
間
叩
尺
に
8
枝
配
っ
た。

4

屋
根
葺
材
に
つ
い
て
は、
ま
っ
た
く
資
料
は
み
あ
た
ら
な
い
が、
一
応
撞
上
に
横
板
を
う
ち

そ
の
上
に
杉
皮
を
な
ら
ベ
丸
太
様
の
も
の
で
押
え
た
も
の
と
し
た。
使
用
木
材
が
ほ
と
ん
ど
杉

材
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
杉
皮
の
利
用
は
充
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

B

二
号
建
物

南
北
方
向
東
辺∞・
80m

西
辺∞・
ミ印m
（
N∞－m
尺）
・
東
西
方
向
南
辺町－
gcm

北
辺町・
20m

（
辺
尺）
の
長
方
形
平
面
で、
三
号
建
物
と
ほ
ぼ
軸
を
そ
ろ
え
て
い
る。
構
造
は一
号
建
物
と
酷
似

し、
違
っ
て
い
る
点
は、
建
物
規
模
に
比
例
し
て
部
材
寸
法
が
小
さ
い
こ
と、
土
居
先
端
が
南
方

向
に
の
み
H・
H

m

ほ
ど
延
び
て
い
る
こ
と、
土
居
は
要
所
に
薄
板
を
敷
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と、
扉
口
は
南・
東・
西
の
三
方
に
あ
り、
敷
居
を
い
れ
扉
は
内
聞
き、
内
部
に
戸
締
栓
が
あ
る

こ
と、
南
面
中
央
で
板
真
よ
り
「∞
m
は
な
れ
た
位
置
に
棟
持
柱
が
掘
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と、

な
ど
で
あ
る。
今
年
度
の
内
部
床
面
調
査
に
よ
っ
て、
南
西
隅
に
は
炉
跡
が
あ
り
こ
の
部
分
は
土

間
で
あ
る
と
み
ら
れ
た
が、
こ
の
場
所
以
外
は
根
太・
床
板
の
存
在
か
ら
や
は
り
板
張
り
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る。
遺
構
の
残
存
状
態
は一
号
建
物
よ
り
も
良
く、
壁
板
で
4
枚
分
を
数
え
た。

復
原
に
つ
い
て
は
大
体一
号
建
物
と
同
基
準
に
よ
っ
た
が、
こ
こ
で
特
徴
の
あ
る
の
は
南
入
口

部
分
で
る。
棟
持
柱
の
発
見
に
よ
っ
て
南
北
に
棟
を
と
お
す
切
妻
造
り
で
あ
っ
た
決
定
的
な
資
料

を
得、
こ
の
た
め
に
南
面
の
け
ら
ば
の
出
が
深
く
て、
南
扉
口
の
前
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う
様
な
形

に
な
っ
た。
そ
れ
と
同
時
に
土
居
先
端
の
南
方
へ
の
延
び
は、
こ
れ
に
二、
三
枚
板
を
敷
き
浜
床

と
す
る
の
に
丁
度
良
い
長
さ
に
な
る。
冬
期
の
降
雪
期
の
生
活
を
考
え
る
と
ま
さ
に
理
に
か
な
っ

た
形
式
と
い
え
よ
う。

C

三
号
建
物

南
北
方
向
東
辺吋－
bom

図原復物建号

西
辺叶・ω
gm
（
N品・日
尺）
－
東
西
方
向
南
辺町・
念。m
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〈
四
尺〉

の
南
北
に
長
い
長
方
形
平
面
で 、

二
号
建
物
の
北
に
約
「
∞
m
の
関
隔
を
お
き
隣
接
し
、

南
北
軸
線
は
な
ぜ
か
2
度
ほ
ど
西
へ

振
っ
て
い
る
。

こ
の
建
物
は
前
二
者
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た

構
造
で
四
隅
の
柱
を
不
整
多
角
形 、

間
柱
を
矩
形
に
し
た
断
面
の
材
を
用
い 、

す
べ
て
掘
立
て
に

し
て 、

柱
と
柱
の
聞
は
土
中
に
差
し
込
ん
だ
厚
「
問
、t
ω・
0

個
、

巾
日
J

m
佃
ほ
ど
の
竪
板
を
も
っ

て
ふ
さ
ぐ 。

扉
口
は
南
面
に
一

カ
所
中
央
よ
り
西
寄
り
に
設
け 、

地
表
面
よ
り

お
佃
と
高
く
踏
込

む
。

内
部
に
は
炉
跡
と
と
も
に
炭
の
堆
積
個
所
が
あ
り 、

全
面
土
間
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

竪
板
壁
は
現
在
「
日
m
の
高
さ
が

残
っ
て
お
り 、

横
桟
そ
の
他
の

取
付
け
跡
は
み
あ
た
ら
な

い
。

桁
ま
た
は
梁
の
下
端
に
溝
を
つ
い
て
板
上
端
を
と
め
た
と
し
て
も

壁
板
の
有
効
高
さ
は

「
∞

m
（

6
尺）
位
で
あ
ろ
う
o

屋
根
は
南
北
棟
の
切
妻
造
り
と
す
る
と 、

南
の
け
ら
ば
は
二
号
建
物
の

下
に
入
り
高
さ
の
関
係
は
お
さ
ま
る
。

東
西
面
の
間
柱
位
置
は 、

－
辺
を
3
等
分
し 、

か
つ
相
対

し
て
い
る
か
ら
こ
れ
に
梁
を
か
け
桁
は
そ
の
上
に
乗
る
と
考
え
た
。

建
物
の
規
模
・

程
度
か
ら
流

し
板
葺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
か
ら 、

そ
の
面
か
ら
も
都
合
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。

以
上 、

こ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
3
棟
の
建
物
に
つ
い
て
の
ベ
た
。

こ
の
他 、

建
物
南
方
に
東

西
方
向
お
よ
び
こ
れ
に
直
交
し
た
形
で
南
に
の
び
る
柵 、

ロ
m
の
間
隔
を
お
い
て
相
対
す
る
3
本

一

組
の
巨
大
な
柱
群
な
ど
あ
り 、
ま
た
伴
出
し
た
遺
物
も
多
い
が

、
こ
こ
で
は
す
べ
て
省
略
す
る
。

発
掘
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
建
築
遺
跡
で
こ
の
様
に
多
量
に
か
つ
建
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
建
築
部

材
が
出
て
き
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
希
有
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
か
で
も 、

今
ま
で
資
財
帳
な

ど
の
文
献
で
は
知
ら
れ
て
い
な
が
ら 、

実
際
の
遺
構
と
し
て
は
中
世
以
降
の
も
の
が
わ
ず
か
四 、

五
棟
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
板
倉
形
式
の
建
物
に 、

こ
の
一

例
を
加
え
た
こ
と
は 、

建
築
史
の

空
白
を
う
め
る
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。

今
後
の
問
題
と
し
て
は 、

遺
跡
範
囲
の
確
認
・

共
存
建

物
の
有
無
・

発
見
部
材
の
保
存
処
理
な
ど
多
々
あ
る
が 、

そ
れ
に
も
ま
し
て
急
務
な
の
は 、

ら
か
の
指
定
措
置
に
よ
っ
て
遺
跡
全
体
を
破
壊
か
ら
護
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

（
細

二号－三号建

物

復

原

図第5図

見

な
ん

啓
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一

乗
谷
朝
倉
氏
館
跡
発
掘
調
査
概
要

朝
倉
氏
は
文
明
3
年
一

乗
谷
に
城
を
構
え、

天
正
元
年
織
田
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
百
余
年
の
間
越
前
一

円
を
支
配
し
た
戦
国
大
名
で
あ
る
。

一

乗
谷
は、

福
井
市
よ
り
東
南
約
8
加
の
足
羽
町
に
あ
り、

足
羽
川
の
支
流
に

沿
っ
て
南
北
に
細
長
く
続
く
谷
間
で
あ
る
。

南
と
北
に
約
2
h
離
れ
て
城
戸
跡
の

土
塁
が
あ
り、

そ
の
聞
に
代
々
の
居
館
・

家
臣
の
屋
敷、

寺
院
な
ど
の
跡
が
残
っ

て
い
る
。

今
回
発
掘
し
た
館
跡
は、

ほ
ぼ
そ
の
中
央
に
あ
り、

東
に
山
を
ひ
か

え、

南
・

西
・

北
の
三
方
を
土
塁
で
固
ま
れ
た
南
北
約
部
m
、

東
西
約
m
m
の
平

坦
な
所
で
あ
る
。

昭
和
必
年
度
は
館
跡
の
東
南
部
分
約
5
82m
を
発
掘
調
査
し、

そ
の
結
果
に
も
と
づ
き
保
存
整
備
工
事
を
行
っ
た
。

以
下
発
掘
し
た
建
築
・

庭
園

遺
構、

出
土
遺
物
に
つ
い
て
概
要
を
報
告
す
る
。

建
築
・

庭
園
遺
構

検
出
し
た
遺
構
は、

建
物
叩
棟
・

渡
廊
2
・

塀
3
・

井
戸
3
・

暗
渠
1
・

庭
園

．

石
階
段
・

溝
な
ど
で
あ
る
（
第
1
図）
O

ω
切
O
H

は
東
西
7
間
半
（
E・
3

5、

南
北
7
問
。ω
－

H印
m
〉
の
建
物
で、

東
面

に
半
聞
の
狭
い
聞
が
あ
り、

東
面
南
端
2
聞
に
廊
に
な
る
と

思
わ
れ
る
ω
h
H
N

が、

西
北
隅
に
は
北
面
二
開
通
り、

西
面
一

開
通
り
の
庇
ω
回
O
N

が
と
り
つ
い
て

い
る
。
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建

造

物

研

究

室

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

ω
∞
O叶
は
ω
切
O
H

の
北
面
よ
り
巾
2
間
で
4
間
突
き
出
し、

西
に
折
れ
て
か
ら

は
巾
1
間
半、

北
面
張
出
し
付
と
な
り
2
聞
の
び
る
鈎
形
建
物
で
あ
る
。

折
曲
り

部
分
は
ω
切
呂
と
つ
な
が
り、

西
端
部
に
は
寄
柱
で
と
り
つ
く
庇
が
あ
る
。

ω
∞
呂
は、

東
西
約
日
間
2
尺
QH・

2
〉、

南
北
7
間
半（
E・
M
m
）
の
建
物
で
あ

る
。

礎
石
は
他
の
建
物
の
も
の
よ
り
大
き
く、

柱
聞
が
1
間
半
の
場
合
に
は、

中

間
に
間
柱
又
は
束
の
礎
石
を
置
く
部
分
も
あ
る
。

東
面
と
南
面
に
は
落
縁
と
み
ら

れ
る
束
石
列
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。

ω
切
口
は
東
西
2
問、

南
北
2
問、

東
に
約
加
m
の
通
し
の
張
出、

西
に
1
m

程
の
張
出
を
も
っ
小
建
築
で
あ
る
。

そ
の
南
側
と
西
側
の
約
日
2m
の
範
囲
は
蔽
土

間
と
思
わ

れ、

建
物
の
柱
筋
に

合
わ
せ
て
礎
石
兼
用
の

庭
石
が

す

え
て

あ

る
。ω

ω
S
は
東
西
4
間
半、

南
北
3
聞
の
建
物
で、

南
面
の
東
よ
り
二
番
目
の
聞

は
東
南
台
地
上
の
湯
股
跡
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
石
階
段
ω
×
口
に
直
面
し
て
い

ヲ。
。ω

図
。
ω
は
館
内
の
南
端
に
あ
り
東
西
7
間
以
上、

南
北
3
間
半
の
建
物
で、

西

側
の
日・
印
ヨ
×
品・
m
g
の
範
囲
に
は
印
叩
大
の
石
を
敷
き
つ
め
て
い
る
。

そ
の
北
側

に
は
井
戸
屋
形
ω
回
定
と
井
戸
ω
何
M
m

が
附
属
し
て
い
る
。

ω
〉
ロ
は
ω
回
O吋
の
西
北
隅
柱
よ
り、

北
に
の
び
て
い
る
塀
で、

南
よ
り
二
番



自
の
聞
は
掘
立
柱
で
間
口
m

尺
の
門
跡
で
あ
る
。

検
出
し
た
建
築
遺
構
は
2
群
に
分
け
ら
れ
る
。

ω
切
O
H

J

S

と 、

ω
切
O
叶

J
H
H

の
建
物
群
で
あ
る
。

前
者
と
後
者
と
は 、

建
築
方
位
に
H

。
呂 、
の
振
れ
が
あ
り 、

柱
間
基
準
寸
法
に
つ
い
て
も 、

前
者
の
1

間
6
尺
2

寸
に
対
し 、

後
者
は
6
尺
2

寸
5
分
と
聞
き
が
あ
る
o

建
物
の
中
で 、

主
要
な
も
の
は
ω
∞
O
H

と
ω
回
忌
で
あ

る
が 、

礎
石
や
規
模
の
大
き
さ 、

出
土
遺
物
な
ど
か
ら 、

ω
切
戸
。
が
表
向
の
接
客

場
所
で
あ
る
主
般
に
比
定
さ
れ
る
。

ω
切
O
H

は
主
般
に
つ
ぐ
重
要
な
建
物
で
あ
る

会
所
か
も
し
れ
な
い
。

∞
切
口
は
茶
釜
・

茶
器
が
出
土
し
た
ω
何
自
に
近
接
し
て

お
り 、

ま
た ．
フ
ラ
ン
が
室
町
後
期
の
茶
人
・

武
野
紹
鴎
の
茶
座
敷
の
指
図
に
よ
く

似
た
小
建
物
で
あ
る
こ
と
か
ら 、

茶
会
用
の
建
物
と
推
定
さ
れ
る
。

茶
室
と
し
て

は 、

広
さ
が
8
畳
余

あ
る
か
ら
広
聞
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
。

瓦
は

石
製
鬼
板
以

外
は 、

殆
ど
出
土
し

て
い
な
い
の
で 、

各

建
物
と
も
桧
皮
葺
ま

た
は
板
葺
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

ω
C
MM
は
ω
回
0
7

一
乗
谷
朝
倉
氏
館
跡
発
掘
調
査
概
要

中庭と花檀（下）第2図朝倉氏館跡発掘調査遺構実誤IJI司（よ）

ω
円
。∞
・

ω
∞
cu
・

ω
∞
H

0

・

ω
回
一己
に

囲
ま
れ
た
中
庭
で 、

と
り
は
ず
し
で
き
る

塀
ω
〉
に
に
よ
り 、

随
時
仕
切
ら
れ
る
よ

第1図

う
に
な
っ
て
い
る
。

ω
〉
H
A

は
長
径
平
均
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幻
佃
程
の

小
玉
石
敷
2
列

と、

4
カ
所
に
埋
設
さ
れ
た

木
製
の
箱
が
残
っ
て
い
る。

こ
の
箱
は
障
壁
の
柱
な
ど
を

据
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

茶室跡と園池

た
ろ
う。
ω
〉
エ
の
東
側
制

は
3
個
の
伏
石
が
釣
合
よ
く

配
置
さ
れ
た
枯
山
水
風
平
庭

で
あ
る。

的
の
部
分
は
小
玉

砂
利
が
な
く、

植
込
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る。

川刊
は
遣

水
様
に
意
匠
さ
れ
た
溝
で
あ

る。
ω
∞
呂
の
正
面
の
ω
×

自
は、

側
を
凝
灰
岩
切
石
と

玉
石
で
囲
み、

中
央
に
径

M
佃
大
の
玉
石
を
2
列
敷
き
並
べ
た
長
さ由・
3
m
、

巾
N・
3
m
の
花
壇
と
推
定
さ

れ
る
施
設
で
あ
る。

花
壇
内
部
は、

地
山
の
上
に
砂
利
を
1
層
し
き、

そ
の
上
に

約
加
叩
の
厚
さ
に
黒
色
士
を
置
い
て
い
る
が、

南
辺
の
玉
石
は
砂
利
層
の
上
に
の

っ
て
お
り、

内
部
の
余
水
は
砂
利
層
を
通
っ
て
南
側
の
雨
落
溝
に
排
水
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る（
第
2
・
3
図）
O

第3図

ω
の
N
C

は
ω
回
口
・
ω
回
C由
と
東
南
の
崖
と
の
聞
に
構
築
さ
れ
た
長
さ
約
ロ

m
、

最
大
巾
3
m
の
山
麓
小
池
庭
で
あ
る。

池
の
汀
に
は
印
佃
J
2
m
の
庭
石

を、

巧
に
前
後
左
右
に
変
化
を
つ
け
て
据
え、

池
底
に
は
径
却
価
内
外
の
上
面
が

平
な
石
を
敷
き
つ
め
て
い
る。

池
底
は
北
東
隅
が
高
く、

西
南
隅
に
か
け
て
約
百

分
の
一
の
勾
配
に
な
っ
て
お
り、

水
深
は
付
の
溝
底
高
と
の
関
係
か
ら
5
1
m
m

と
推
定
さ
れ
る。

池
に
落
下
す
る
水
も
濁
る
こ
と
な
く、

き
れ
い
に
池
底
の
石
敷

が
み
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う。

池
の
南
側
に
は
高
さ
お
よ
そ
2
m
の
竪
石
川山
か
あ

り、

東
側
に
は
石
橋
の
残
片
伸
と、

橋
挟
石
川刊
が
よ
く
遣
存
す
る（
第
3
図〉。

庭
園
は、

ω
∞
0

7t
H
H

の
建
物
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
造
ら
れ
て
い
る。

花

壇
の
東
・
西
・
北
の
三
方
に
は、
ω
切
呂
の
晴
の
方
を
意
識
し
切
石
が
回
ら
さ
れ、

ω
切
口
の
礎
石
の
一

部
に
は
庭
石
が
使
わ
れ
て
い
る。

又
竪
石
川刊
や
池
・
中
庭
闘

の
鑑
賞
地
点
は
ω
∞
己
に
あ
り、

建
物
と
庭
園
が
一

体
と
な
っ
て
い
る。
ω
回
C由

と
ω
切
口
と
の
連
絡
通
路
を
想
定
す
れ
ば、

川
は
飛
石
と
考
え
て
よ
い
。

庭
石
は、
根
深
く
力
強
く
み
え
る
よ
う
に
す
え
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
る
が、

汀

の
石
は
池
の
底
石
を
敷
い
た
上
に
組
ん
だ
ら
し
く、

庭
石
全
体
の
大
き
さ
が
分

り、

又
崩
れ
や
す
く
安
定
性
に
欠
け
る。

こ
の
よ
う
な
点
は
技
術
的
に
も
劣
る
と

い
え
る。

し
か
し
闘
の
伏
石
や
花
壇
は
洗
練
さ
れ
た
斬
新
な
も
の
で
あ
る。

庭
石

は
山
石
が
多
い
が、
一

部
安
島
石
や
青
石
も
使
わ
れ
て
お
り、

色
鮮
や
か
な
五
色

の
小
玉
砂
利
も
出
土
し
て
い
る。

方
々
か
ら
賛
を
つ
く
し
て
集
め
た
こ
と
が
窺
え

る。

大
柄
な
庭
石
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
色
彩
的
に
も
華
や
か
な
庭
園、

主
般
の

正
面
に
大
胆
に
造
成
さ
れ
た
花
壇
な
ど
に
戦
国
武
将
の
性
格
の
一

端
が
あ
ら
わ
れ
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て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

今
回
発
掘
の
館
跡
は、

義
景
館
と
推
定
さ
れ
る。

そ
れ
は
園
池
の
様
式
手
法

が、

義
景
が
側
室
の
た
め
に
築
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
諏
訪
館
跡
庭
園
に
よ
く
似
て

い
る
こ
と、

又
館
跡
と
南
陽
寺
跡
庭
園
と
の
位
置
関
係
が、

南
陽
寺
は
義
景
館
の

艮
に
当
る
と
い
う「
朝
倉
始
末
記」
の
記
述
と
よ
く
符
合
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
る。



物

Il 出
土
し
た
遺
物
は
土
器 、

金
属
器 、

木
札 、

ガ
ラ
ス
製
品
な
ど
多
数
で 、

ほ
ぼ

発
掘
区
全
域
か
ら
検
出
し
た
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は 、

ω
回
忌
の
主
殿
附
近
に

堆
積
す
る
焼
土
層
と
ω
∞
戸
に
近
接
す
る
ω
開
自
の
井
戸
か
ら
の
出
土
遺
物
で
あ

る
。

ω
切
H

O

の
焼
土
層
か
ら
検
出
し
た
遺
物
は
茶
器 、

花
器
の
ほ
か
一

般
の
什
器

類
で
あ
る
o

茶
器
に
は
瀬
戸
の
鉄
粕
天
目
が
叩
個
体
以
上
発
見
さ
れ
た
の
を
始
め

染
付 、

黄
和 、

鉄
粕
を
施
し
た
抹
茶
碗（
第
4
図） 、

煎
茶
碗 、

急
須
な
ど
が
み
ら
れ

る
。

花
器
も
細
か
く
破
砕
さ
れ
て
い
る
が
舶
載
の
大
形
の
青
磁
瓶
や
鉄
軸
を
施
し

た
瓶
な
ど
が
あ
る
。

陶
器
の
ほ
か
に
は
多
数
出
土
し
た
遺
物
に
口
径
5
1

m
佃
の

一

乗
谷
朝
倉
氏
館
跡
発
掘
調
査
概
要

各
種
の
土
師
器
が
あ
り 、

こ
の
中
に
は
燈
明
皿
と
し
て
使
用
し
た
も
の
が
あ
る
。

ω
回
N
寸
の
井
戸
か
ら
発
見
し
た
も
の
に
は
鉄
製
茶
釜 、

金
銅
製
鍵 、

万
鍔 、

銅

銭 、

鉄
釘 、

木
札 、

聾
な
ど
が
あ
る
。

鉄
製
茶
釜
は
半
分
が
欠
損
し
て
い
る
が 、

胴
最
大
幅
広・
∞
四

、

高
さ
∞・
∞
佃

、

肩一
に
遊
環
が
つ
い
て
い
る
（
第
5

図〉。

鍵
は
5

本
発
見
さ
れ
た
。

大
き
さ
に
大
小
が
あ
り 、

長
さ
∞
∞
佃
か
ら
5・
N

四
で
あ
る
。

先
端
の
形
状
に
H
字
形 、

U
字
形
の
2
種
が
あ
り 、

柄
に
唐
草
文
を
毛
彫
り
し
た

も
の 、

竹
管
を
模
し
た
も
の
な
ど
優
品
で
あ
る
（
第
6
図）

。
井
戸
か
ら
同
時
に
発
見

し
た
も
の
に
2
枚
の
木
札
が
あ
る
。

と
も
に
表
裏
面
に
「
た
ん
す
」

「
蝉
之
御
た

ん
す
の
か
記
」
と
墨
書
し
た
も
の
で 、

先
の
鍵
に
附
し
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

鉄製茶釜（下）

銅
銭
に
は
元
豊
通
宝 、

洪
武
通
宝 、

永
楽
通
宝
な
ど
が
あ
る
。

建
築
遺
構
と
同
様
に
遺
物
に
お
い
て
も
ω
回
忌
附
近
に
は
注
目
す
べ

き
遺
物
が

多
く
あ
り 、

館
跡
の
中
心
部
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

今
回
の
調
査
で

出
土
し
た

遺
物
の
中
に
は

二
次
的
に

火
を
受
け
た
も
の
が
多

い
。

遺
跡
全
面
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
焼
土
層
は
お
そ
ら
く
天
正
元
年
の
信
長

の
攻
撃
に
よ
る
館
の
火
災
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら 、

こ
れ

ら
の
遺
物
の
下
限
を
5
3
年
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り 、

回
世
紀
後
半
に
お

け
る
各
遺
物
の
編
年
研
究
の
基
準
資
料
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
藤
原
武
二
・

石
松
好
雄）

第5図天目茶碗（上）

金銅製鍵

第4図

第6図
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昭
和
必
年
度
平
城
宮
発
掘
調
査
概
報

昭
和
4
年
度
の
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
は
第
訂
J
臼
次
に
わ
た
り
実
施
し
た
。

第
訂

-m
l臼
次
調
査
は
平
城
宮
資
料
館
及
び
収
蔵
庫
の
新
営
に
伴
う
調
査
で

あ
り
、
第
必
次
調
査
は
唐
招
提
寺
講
堂
の
前
身
と
推
定
さ
れ
る
第
2
次
朝
堂
院
東

朝
集
殿
の
規
模
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
川
日
次
調

査
は
宮
内
北
方
の
民
家
密
集
地
内
で
の
現
状
変
更
に
関
わ
る
小
規
模
な
調
査
で
、

特
に
重
要
な
遺
構
が
で
な
か
っ
た
の
で
報
告
を
割
愛
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
団

次
、
地
区
名
、
期
間
、
面
積
に
つ
い
て
は
第
1
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
仰

-m
l目
次
発
掘
調
査

宮
城
西
方
官
街
地
区

調
査
地
は
宮
の
西
面
北
門
と
中
門
の
聞
で
、
西
面
大
垣
の
内
側
に
沿
う
南
北
約

z
o
m
、
東
西
約

H
o
o
m
の
区
域
で
あ
る
。
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
掘
立
柱
建
物

M
棟、

柵
3
条
、
築
地
2
条
、
溝
3
条
、
井
戸
1
基
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺

構
は
、
柱
穴
の
重
複
関
係
、
柱
間
寸
法
、
建
物
の
配
置
関
係
な
ど
か
ら
み
て
、
少

く
と
も
A

・B
-
C
の
3
回
に
わ
た
る
造
営
期
が
考
え
ら
れ
る
。
発
見
遺
構
の
規

模
、
柱
間
寸
法
な
ど
に
つ
い
て
は
第
2
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

A

期

こ
の
地
域
に
大
規
模
な
造
営
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
、
こ
の
期
の
遺
構
と
し
て

は
築
地
2
条
、
掘
立
柱
建
物

8
棟
、
柵
2
条
、
構
2
条
な
ど
が
あ
る
。

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

調
査
地
域
西
端
で
検
出
し
た
南
北
築
地

ω
〉
5
0
0
は
、
第
お
次
調
査
で
発
見
し
た

宮
の
西
を
限
る
大
垣
の
北
延
長
部
分
に
あ

た
る
。
こ
の
西
大
垣
の
東
日
m
に
あ
る
南

北
柵

ω
〉

8
8も
す
で

に
第
お
次
調
査
で

検
出
し
た
も
の
の
北
延
長
部
で
あ
り
、
今

回
8
間
分
を
検
出
し
た
が
な
お
北
に
延
び

て
い
る
。

調
査
地
域
東
部
で
は

ω
〉

ω
g
o
の
東
へ

M
m
へ
だ
て
た
と
こ
ろ
に
南
北
柵

ω
〉

3
8を
検
出
し
た
。
こ
の
柵
は
今
田
町
間

分
を
検
出
し
た
が
、
南
北
両
端
と
も
調
査

地
域
外
に
延
び
て
お
り
、
そ
の
全
規
模
は

不
明
で
あ
る
o

こ
の
柵
か
ら
東
7
m
の
と

こ
ろ
で
、

北

か
ら
南
に
流
れ
る
溝
ω
0

3
8が
平
行
し
て
お
り
、
こ
の
溝
は
調
査

地
域
の
北
よ
り
で
東
に
曲
り
、
第
訂
次
調

査
で
検
出
し
た
東
西
構

ω
U
m出
回
と
連

調査期間昭和年月日

33.0a 

48 6AAW-B 6AAX← A 43. 5. 23 ~ 43. 10. 1 19.8a 

49 i 6ADA-(二 43.6. 3 ~ 43. 7.30 7.2a 

50 6ADD-M.N.P.Q 43. 7. 12 ~ 43. 10.15 33.0a 

51 6ADD-L.M.O.P 43. 9. 7 ~ 43. 12.27 37.6a 

I 52 6ADC-H.K.M.N 43.11. 18 ~ 44. 2.26 35.0a 

| 発掘面積区地査調
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な
っ
て
い
る
o

な
お
、
調
査
地
域
東
北
端
で
は
、
柵

ω
〉

gmo
か
ら
東

日

m
の

と
こ
ろ
で
幅
3
m
の
南
北
の
築
地

ω
〉

2
8
を
検
出
し
た
o

こ
の
築
地
と

ω
u

g
Eと
の
交
点
に
は
、
木
組
の
暗
渠
が
設
け
ら
れ
、
築
地
は
さ
ら
に
南
へ
延
び
て

い
る
。
こ
の
築
地
の
東
と
西
に
隣
接
し
て
北
か
ら
南
に
流
れ
る
溝

ω
0
2
2
と

ω
U
E印N
が
あ
り
、

ω
ロ
品
目
m
N

は

ω
ロ
日

ω同
日
に
注
ぎ
こ
ん
で
い
る
。

建
物
は
す
べ
て
、
2
条
の
南
北
柵

ω
〉

ω
2
0
と

ω
〉

g
g
と
に
よ
っ
て
区
画

さ
れ
た
地
域
内
の
周
縁
部
に
建
て
ら
れ
、
中
央
部
に
広
い
空
地
が
残
る
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
画
の
西
南
部
に
お
い
て
は

ω
〉
8
8か
ら
東
3
m
の
と

こ
ろ
に
柵
と
平
行
し
て
、
南
北
棟

ω
ω
ω
S
O
と
さ
ら
に
東
川口

m
の
と
こ
ろ
に
南

北
棟
∞
∞
2
0
0
が
あ
る
。
∞
∞

ωgoの
南
半
部
は
す
で
に
第
お
次
調
査
で
検
出
し

て
お
り
、
今
回
の
調
査
で
全
規
模
が
明
ら
か
と
な
り
、
桁
行
日
閣
、
梁
行
2
間
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ω
∞
2
0
0
は
桁
行
問
問
、
梁
行
2
間
の
規
模
を
も
つ
も

の
で
、

ω
∞
ω
S
O
L」
南
妻
を
そ
ろ
え
た
ほ
ぼ
同
大
の
建
物
で
あ
る
o

な
お
、
こ
の

建
物
は
桁
行
中
央
部
に
間
仕
切
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
辺
中
央
部
で
は
、
柵

ω
〉
包
包
か
ら
西
印
・日

m
の
と
こ
ろ
に
南
北
棟

ω
∞

呂
田
・

ω
∞
呂
町
出
を
検
出
し
た
。
こ
の

2
棟
は
梁
行
柱
間
寸
法
が
少
し
異
な
る

が
、
桁
行
2
間
分
は
な
れ
て
南
北
に
建
ち
、
こ
の

2
間
分
の
聞
に
も
柱
穴
が
あ
る

の
で
、
こ
の

2
棟
は
棟
続
き
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
こ
の
建
物

の
桁
行
は
四
聞
と
い
う
長
い
も
の
に
な
る
。

北
方
で
は
、
南
北
棟

ω
∞

2
ぎ
を
検
出
し
た
o

こ
の
建
物
の
東
側
柱
列
よ
り

3
m
東
に
よ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
小
柱
穴
が

m間
分
南
北
に
な
ら
び
、
こ
の
柱
穴
列

の
南
端
は

ω
切
品
目
叶
。
の
南
妻
と
そ
ろ
い
、
ま
た
こ
の
建
物
の
柱
筋
と

1
問
お
き

年報 19 6 9正誤表

(35頁の第2表を下記のように訂正〉

1|3区'Ipey寸財遺 構 I柱間数 l町往存間廃寸存法I 備 考

A 1 SA1600 西商大垣

も H S B3690 15x2 2.7 2.7 南北棟
1/ SA3680 2.6 南北初

AI I/ SA5950 2.6 南北柵

01 1/ S B5955 8x2 2.4 2.9 南北棟

C グ S B5956 9x2 2.4 2.7 南北、棟

1/ S 05960 深幅さ d.6m 
3.0m 

グ SB6100 16x2 2.38 2.4 南北棟

か SA6150 築 地
1/ 1 S06151 

-11/ S06152 

1/ 1 S B6170 6x2 4.2 3.0 南北棟

1/ I S B6177 3xl 4.2 4.5 南北棟

1/ 1 S B6180 5x2 4.2 4.2 東西棟

1/ 1 S B6187 2xl 4.2 4.2 東西棟
61 B S B6120 8x2以上 2.9 2.7 南北棟

A 。S B6140 3x3 1.81 1.5 東北棟

か SB5951 14x3 2.9 2.7南北棟
01 1/ S B6172 6以上x2 3.0 3.0 南北棟

01 1/ S B6185 5以上x3 3.0 2.8 東西棟

。SB6191 5以上x2 3.0 2.7 東西棟

c 1 S B6130 5x3 3.0 3.0 東西線〈北廟〉

グ S B6141 5x2 2.1 2.1 南北棟

。SB6165 3x2 2.6 2.6 東西棟

。SB6175 6以上x4 2.4 3.0 南北棟(東西腐〉

グ S05961 東西務

か SA6186 1.87 東西初

1/ 1 S B6190 2以上x4 3.0 2.4 東西棟

か SB6195 1以上x4 3.0 東西線 ? 
不明 S B5941 3xl 5.7 5.7 東西棟

1/ 1 SB6173 6以上x42.3 2.6 南北棟(東西腐〕

か SB6188 3X2 1.8 2.3 東西棟

第2表第47・50......52次調査発見遺構
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に
そ
ろ
う
o

そ
れ
で
、
こ
れ
を

ω
∞
E
U
Y
C

の
東
胞
と
も
あ
る
い
は
目
隠
し
の
柵

と
も
考
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

ω
切

2
3
の
西

7
m
の
こ
と
ろ
に
あ
る
南
北
棟

ω
ω
2
3、
そ
の
北
の
東
西
棟

ω
ω
E
g
や
東
西
棟

ω
回
吉
∞
ブ
も
こ
の
期
に

造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

B

期

こ
の
期
に
は
、
新
た
に
掘
立
柱
建
物
7
棟
と
井
戸
1
基
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。

調
査
地
域
の
西
端
に
あ
る
南
北
棟

ω
∞
E
N
O

は
桁
行
は

8
間
で
あ
る
が
、
梁

行
は
調
査
地
域
外
に
の
び
て
お
り

2
間
以
上
あ
る
。
こ
の
建
物
か
ら
東
日

m
に
南

妻
が
そ
ろ
う
南
北
棟

ω
切
巴
ち
が
あ
る
。
す
べ
て
の
柱
筋
に
柱
穴
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
柱
穴
に
礎
盤
と
し
て
瓦
を
敷
い
て
い
る
。
調
査
地
域
東
部
に
あ
る
南
北

棟
∞
∞
印
由
臼
は
、
桁
行
が
日
間
と
い
う
長
大
な
も
の
で
、
中
央
に
間
仕
切
が
あ

る。

ω
回
目
白
日
の
北
6
m
に
あ
る
南
北
棟

ω
切
合
芯
は
、
桁
行
が

6
間
以
上

で
西
側
柱
列
が

ω
回
3
2
の
西
側
柱
列
と
そ
ろ
っ
て
い
る
o

調
査
地
域
西
北
方
に

あ
る
東
妻
を
そ
ろ
え
た
東
西
棟
∞
切
巴
∞
日
と
東
西
棟

ω
回

2
2
は
い
ず
れ
も

西
端
、
が
調
査
地
域
外
に
あ
る
た
め
、
全
規
模
は
明
ら
か
で
な
い
。

ω
回
白
∞
印
は

桁
行
5
間
以
上
で
北
に
廟
が
あ
り
∞
切
{
白
∞
印
は
桁
行
4
間
以
上
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
、

ω
∞
3
2
の
西
側
に
井
戸

ω
何
百
ま
が
あ
る
o

中
か
ら
「
主

馬
」
の
墨
書
の
あ
る
土
器
(
第
1
図
)
や
鉄
製
の
鋤
先
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
o

C

期

こ
の
期
に
は
、
掘
立
柱
建
物
8
棟
、
溝
]
条
な
ど
が
あ
る
o

南
北
棟

ω
∞品
目白

は
、
調
査
地
域
の
中
央
に
あ
り
、
桁
行
5
問
、
梁
行
2
聞
の
規
模
を
も
っ
。
東
西

棟

ω
四
百
ω。
は
北
廟
の
つ
い
た
建
物
で
あ
る
。
調
査
地
域
西
北
方
に
あ
る
東
西

煉

ω
∞
E
U
O

は
大
部
分
が
調
査
地
域
外
に
あ
り
、
そ
の
東
妻
の
み
を
検
出
し

た
。
南
北
棟

ω
回
色
目
は
、
東
西
に
噸
痛
が
あ
り
、
今
回
は
6
間
分
を
検
出
し

た
o

こ
の
ほ
か
に
、
東
西
棟
∞
∞

2
2
・
ω
回
品
目
白
・
東
西
柵

ω
〉

E
g
と

東
西
溝

ω
0
3
2
が
あ
る
o

以
上
に
あ
げ
た
遺
構
の
ほ
か
、
平
城
宮
造
営
前
の
遺
構
と
し
て
弥
生
時
代
の
土

棟
、
古
墳
時
代
の
溝
が
あ
り
、
平
城
宮
廃
絶
後
の
遺
構
と
し
て
井
戸
な
ど
が
あ

る
。
出
土
遺
物
に
は
、
木
簡
・
瓦
・
土
器
・
鉄
製
品
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
他

の
地
域
と
く
ら
べ
て
量
が
少
な
い
。
木
簡
は
い
ず
れ
も
貢
進
物
付
札
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
和
銅
5
年
の
年
紀
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
瓦
は
、
藤
原
宮
式
軒
瓦
や
興

福
寺
式
瓦
が
他
の
地
域
に
く
ら
べ
る
と
比
較
的
多
く
出
土
し
た
。

最
後
に
こ
の
地
域
の
調
査
結
果
を
総
括
す
る
。
検
出
し
た
遺
構
群
に
は
一
つ
の

ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
o

検
出
し
た
建
物
群
は
、
数
回
に
わ
た
っ
て
造
営
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
東
西

M
m
を
へ
だ
て
南
北
に
走
る

2
条
の
柵

ω
〉

8
8
と

ω
〉

g
g
の
聞
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
建
物
群
が
構
成
す
る

一
画
は
一
つ
の
官
街
ゃ
フ
ロ
ッ
ク
を
な
す
と
考
え
る
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
北
限
と
南

限
は
調
査
地
域
外
に
の
び
て
い
て
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
宮
城
西
面
中
門
(
佐

伯
門
)

・
北
門
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
東
に
の
び
る
道
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
と
す
る
と
、

東
西
お
丈
(
剖
m
)
南
北
加
余
丈
(
約
出
。
m
)

の
官
街

n

フ
ロ
ッ
ク
と
な
る
。
こ
の

官
街
に
ぞ
く
す
る
井
戸
は
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
奈
良
時
代
末
に
廃
棄
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
、
こ
の
官
街
の
年
代
の
一
点
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
官
街
の
性
格
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
、
奈
良
時
代
末
に
ぞ
く
す

る
土
師
器
に
主
馬
の
墨
書
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
(
第
l
図
)

0

こ
の
「
主
馬
」
に
関

連
す
る
官
と
し
て
は
、

「
主
馬
署
」
と
「
主
馬
寮
」
と
が
あ
る
。
主
馬
署
は
「
職

員
令
」
に
み
え
る
東
宮
の

一
部
署
で
あ
る
。
主
馬
寮
は
、
天
応
元
年
5
月
(
『
続
紀
』〉

36 



以
降
、
大
同
元
年

2
月

(
『
後
紀
ち
ま
で
に
み
え
る
令
外
の
官
で
あ
っ
て
、
奈
良

時
代
末
か
ら
平
安
初
頭
の
一
時
期
に
、
左
右
馬
寮
を
統
合
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。昭

和
必
年
度
平
城
宮
発
掘
調
査
概
報

とれ
か、今

ら 中 回
、央検

こ部出
の が し
官空た
街地建
を と 物
主な遣
馬つ構
寮てが
と い 大
想る規
定こ模
でとな
き、官

よそ街
うしフ
。てロ
な桁ッ
お行ク

能ののの証つ地こ似位街の置模 84左平の内
性地 左 前 す た 域 れ し 置 ブ 発さで丈 ・ 安長の

(を 域(身るとがはて・ロ掘れ、 、右宮い周
高考に再でとす、、い規ツでて宮東馬大建辺
島え位)あ同る主今る模ク確おの西寮内物部

さ置馬る時空馬回議とと認り西 35は裏がに
忠せし寮とに疋寮の 3 も、し、域丈各図多配
平 るたもこ、をで調図にそた今にの南でい置
'-.../ 0 可 ころそ傍あ査 三類の宵 回配規北はこさ

第2図第47・50-52次調査実il!lj図
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第
判
次
発
掘
調
査

第

2
次
朝
堂
院
東
朝
集
殿
地
域

-
東
朝
集
殿
跡
の
調
交

調
査
地
域
は
、
第
2
次
朝
堂
院
東
朝
集
肢
の

一
~
別
で
あ
る
o

検
出
し
た
遺
構
は

建
物
基
壇
・
築
地
塀
お
よ
び
排
水
溝
な
ど
で
、
こ
の
ほ
か
次
項
に
記
す
奈
良
時
代

以
前
の
溝
跡
が
基
壇
下
層
を
斜
め
に
通
っ
て
い
た
o

調
査
の
結
果
、
こ
の
小
土
壇
は
東
朝
集
股

ω
ω
8
0
0
の
基
壇
積
土
の
一
部
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
o

基
壇
積
土
は
東
西
約
M
m
、
南
北
約
M
m
の
長
方
形
の

範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。
柱
位
置
は
基
壇
上
部
が
す
で
に
削
平
さ
れ
て
い
て
判
ら

な
い
。
東
辺
部
で
は
、
基
壇
積
土
の
東
縁
を
示
す
低
い
段
が
残
っ
て
い
る
。
基
壇

積
土
の
周
辺
、
と
く
に
北
・
西
・
東
辺
で
は
、
凝
灰
岩
切
石
を
多
数
散
乱
し
た
状

態
で
検
出
し
た
o

凝
灰
岩
切
石
は
完
形
に
近
い
も
の
を
数
個
残
す
ほ
か
、
多
く
は

粉
砕
さ
れ
て
い
た
。
一
部
に
凝
灰
岩
据
付
け
痕
跡
、
が
認
め
ら
れ
た
。

凝
灰
岩
散
乱
層
の
下
か
ら
基
壇
積
土
の
四
周
を
巡
る
小
溝
を
検
出
し
た
o

小
溝

の
幅
は
約
却
価
、
東
西
の
溝
間
距
離
は
約

5
0
B、
南
北
部
・
日

m
で
あ
る
o

基

壇
東
辺
で
は
、
こ
の
小
溝
と
基
壇
積
土
の
東
縁
と
の
聞
に
、
幅
約
却
価
の
帯
状
の

平
知
一
な
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
に
地
覆
石
ら
し
い
凝
灰
岩
据
付
け
痕
跡
が
認
め
ら
れ

た
。
北
辺
に
お
い
て
も
小
溝
の
内
側
に
同
様
の
痕
跡
が
あ
っ
た
が
幅
は
一
定
し
て

、一よ、
0

1
v
J/

1

v

 

基
壇
築
成
に
際
し
て
は
、

掘
込
み
地
業
を
せ
ず
、
直
接
地
山
上
に
厚
さ
数
個
の

粘
質
土
と
砂
質
土
を
交
互
に
盛
土
し
て
い
る
。

m
m程
の
盛
土
を
お
こ
な
っ
て
か

ら
小
溝
を
巡
ら
し
、
基
壇
の
規
模
を
設
定
し
て
、
こ
の
中
に
さ
ら
に
盛
土
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
地
覆
石
は
ほ
ぼ
小
溝
の
内
側
に
沿
っ
て
据
え
ら
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
。基

壇
の
東
西
岡
辺
の
各
2
カ
所
に
計
4
基
の
階
段
跡
を
検
出
し
た
。
東
辺
南
階

段
に
は
、
南
北
幅
約
4
m
、
東
西
幅
約
「

H
m
の
基
壇
土
の
張
出
し
部
分
が
残
っ

て
お
り
、
西
辺
で
は
こ
れ
と
対
応
す
る
位
置
に
階
段
石
の
抜
取
り
跡
ら
し
い
小
溝

が
張
出
し
て
い
る
。
東
辺
中
央
部
で
は
基
壇
土
の
張
出
し
が
わ
ず
か
に
残
さ
れ
、

階
段
の
西
北
隅
の
地
覆
石
据
付
け
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
西
辺
北
階
段
に
は
北
西

隅
地
覆
石
に
相
当
す
る
凝
灰
岩
が
完
形
ロ
聞
に
近
い
状
態
で
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

4
基
の
階
段
の
他
に
、
凝
灰
岩
散
乱
状
態
か
ら
、
西
辺
中
央
部
と
東
辺
北
部
に
も
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階
段
が
と
り
つ
い
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
朝
集
齢
基
壇
は
、
東
西
約

E

m
、
南
北
約

ω∞
・日

m
の
長
方

形
平
面
を
も
ち
、
東
西
両
面
に
幅
約
4
m
の
石
階
段
が
3
基
ず
つ
、
計
6
基
と
り
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和
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年
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査
概
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つ
い
た
壇
上
積
基
壇
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
招
提
寺
講
堂
は
平
城
宮
東
朝
集
殿
よ
り
移
建
さ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
同
講
堂
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
前
身
は
桁
行
9
問
、

梁
行
4
問
、
切
妻
造
り
、
本
瓦
葺
き
の
南
北
棟

建

物

で

あ

り
、
桁
行
総
長
官・
3

m

C
3尺
)
、
梁
行
総
長

ロ
・
印
m
m

(8
・
∞
尺
)
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
前
身
建
物
を
、
今
回
の
発
掘
で
検
出
し
た
基
壇
建
物

ω
∞8
0
0と
比
較
す
る
と
、
階
段
痕
跡
は
桁
行
の
中
央
間
と

両
端
か
ら
2
間
目
の
各
柱
聞
に
面
し
、
階
段
阪
は
柱
間
1
間

分
と
し
て
よ
く
符
合
す
る
。
側
柱
心
か
ら
の
基
壇
の
出
は
南

面
及
び
北
面

で
「
叶
∞

m

(6
尺
)
、

西
面
及
び
東
面
で
は

N
-
N
ω

m

(
叶・
印尺
)
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
妻
の
部
分
で
基
壇
の
出
が
狭
く
な
っ

て
い
る
こ
と
は
切

妻
造
り
建
物
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
し

て
今
回
の
調
査
は
、
東
朝
集
肢
を
唐
招
提
寺
に
移
建
し
た
と

す
る
説
を
強
く
裏
づ
け
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

延
宝
年
間
以
前
の
唐
招
提
寺
伽
藍
図
に
は
、
講
堂
に
土
陥

が
と
り
つ
い
て
拙
か
れ
て
お
り
、
院
議
堂
正
面
に
も
7
間
分

の
土
腐
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
寛
政
3
年
の
『
大
和
名
所

図
会
』
に
は
土
廟
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
延
宝
年

間
の
修
理
の
際
に
撤
去
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
平
城
宮
の
東

朝
集
肢
に
土
廟
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、
問
題
に
さ
れ
て
き

第4図第48次調査実仰l図
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た
が
、
今
回
の
東
朝
集
肢
跡
の
調
査
で
は
そ
の
柱
据
跡
は
検
出
さ
れ
ず
、
朝
集
殿

建
物
に
は
土
廟
が
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

溝

ω
口町
O
H
C
は
北
か
ら
流
れ
て
き
て
、
朝
集
殿
基
壇
の
西
北
隅
で
東
に
折
れ
、

基
壇
北
辺
に
接
し
て
走
り
、
築
地
側
溝
に
合
流
し
て
更
に
南
へ
下
っ
て
い
る
。
築

地

ω
〉
包
虫
は
発
掘
地
区
の
東
端
に
検
出
さ
れ
た
。

築
地
の
東
側
は
後
世
に
撹

乱
さ
れ
不
明
で
あ
る
が
、
西
側
に
は
素
掘
り
の
側
溝
が
あ
る
o

築
地
の
下
層
か
ら
南
北
に
走
る
幅

N
0
1
8
m
の
溝

ω×

8
8
を
検
出
し
た
。

こ
の
溝
の
南
延
長
上
に
は
溝
が
埋
め
ら
れ
た
の
ち
に
立
て
ら
れ
た
掘
立
柱
穴
列

ω
〉
呂
志
を
4
間
分

(
1
同
日
尺
)
検
出
し
た
。

ω
〉
印

3
0
の
東
方
約
∞
・
M
m
に
南
北
方
向
の
築
地
基
底
と
み
ら
れ
て
い
る

ω
〉

3
8を
検
出
し
た
。
幅
約
N

・ω
m
m
、
深
さ
約
H
O

佃
の
掘
込
み
地
業
が
あ
り

築
地
の
両
側
に
側
溝
が
あ
る
。
こ
の
築
地
は
北
方
に
お
い
て
は
存
在
を
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
途
中
で
東
に
折
れ
ま
が
る
の
か
、
或
い
は
削
平
に
よ
っ
て
痕
跡
を
と

ど
め
な
く
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

出
土
遺
物
は
殆
ん
ど
が
屋
瓦
類
で
、
土
師
器
・
須
恵
器
な
ど
は
ご
く
少
量
で
あ

る
。
軒
瓦
で
は
軒
丸
瓦

S
N日
型
式
が

E
L
Z、
軒
平
瓦
虫
色
型
式
が
お
-mwA

で
大
多
数
を
占
め
、
色
白

2
8
型
式
の
セ
ッ
ト
が
第
2
次
朝
堂
院
の
造
営
と

関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
た
o

な
お
色
白
型
式
の
う
ち
大
型
の
も

の
(
足
以
l
F
)

が
8
伺
体
出
土
し
て
い
る
。

(
宮
本

長

二

郎

)

古
墳
時
代
溝
出
土
の
遺
物

40 

-

溝

ω
り
き
ω
。

平
城
宮
の
旧
地
表
の
標
高
か

ら
宮
造
営
以
前
の
地
形
を
復
原

す
る
と
、
第
2
次
朝
堂
院
の

一

角
に
は
、
北
か
ら
南
に
張
出
し

た
支
丘
が
あ
り
、
そ
の
支
丘
は

南
に
む
か
つ
て
ゆ
る
や
か
に
傾

斜
し
て
い
た
と
い
う
。
今
回
発

見
し
た
と
こ
ろ
の
古
墳
時
代
の

溝

ω
ロ
8
8
は
、
こ
の
ゆ
る

や
か
な
傾
斜
面
上
に
立
地
し
て

い
る
。
宮
造
営
に
あ
た
り
、
大

規
模
な
削
平
・
整
地
地
業
に
よ

っ
て
、
低
い
部
分
に
は
か
な
り

の
盛
土
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

溝

ω
り
き
ω
O
も
、
ま
た
奈
良
時

代
の
遺
構
面
下
約
幼
咽
で
検
出

さ
れ
た
。
溝
は
発
掘
区
の
北
西

か
ら
東
南
方
向
に
流
れ
て
お
り
、
蛇
行
し
な
が
ら
朝
集
股
基
壇
遺
構
下
を
斜
め
に

横
切
っ
て
い
た
。
そ
の
規
模
は
場
所
に
よ
っ
て
若
干
の
相
異
を
み
せ
る
が
、
幅

4
1

5
m
、
深
さ
1
m
を
測
る
。
溝
内
の
堆
積
土
は
、
砂
と
粘
土
の
互
層
か
ら
な
っ
て 第 5同 ，1，墳H!l代i帯断而同
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第 6図古墳時代議下層出土の土師器

い
る
が
(
第
5
図
)
、地
点
に
よ
っ
て
そ
の

堆
積
状
態
に
差
異
が
あ
る
o

土
層
の
数

は
最
も
明
瞭
に
観
察
で
き
る
と
こ
ろ
で

は
7
層
に
お
よ
び
、
遺
物
は
こ
の
各
層

か
ら
出
土
し
た
が
、
土
器
に
よ
っ
て
、

全
体
の
土
層
を
上
層

・
下
層
の

2
層
に

大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

2

出
土
遺
物

ω
ロ
g
g
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に

は
、
多
量
の
土
器
(
土
師
器

・
須
恵
器
)

と
植
輸
の
ほ
か
、
摘
物
性
自
然
遺
物
な

ど
が
あ
る
。
上
層
か
ら
は
土
師
器

・
埴

輪
と
わ
ず
か
の
須
恵
器
、
下
層
か
ら
は

土
師
器
と
少
量
の
弥
生
式
土
器
が
出
士

し
、
木
器
は
こ
の
両
層
か
ら
出
土
し

た
。
こ
こ
で
そ
の
主
な
も
の
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。

A

土
器
(
第
6
閃
)

大
多
数
を
占
め
る
の
は
古
墳
時
代
に

属
す
る
士
師
器
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
層

位
に
よ
り
、
明
ら
か
に
時
間
的
先
後
関

係
を
一
示
す
下
層
と
上
層
の

二
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
大
別
で
き
る
。
須
恵
山
市
・
塙
輸
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を
伴
出
し
た
上
層
の
土
器
群
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
宮
内
の
他
の
地
域
か
ら

も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
下
層
の
土
器
群
に
つ
い
て
の
み
触
れ
る

こ
と
に
し
た
い
o

小
形
丸
底
査
(
第
6
閃
1
・
2
)

扇
平
な
体
部
に
、
大
き
く
聞
く
口
縁
部
を
つ

け
た
土
器
で
あ
る
。
体
部
に
比
し
て
口
縁
の
広
が
り
が
大
き
く
、
や
や
尖
り
気
味

の
丸
底
を
も
つ
も
の
(
第
6
悶
2
)
が
大
多
数
を
占
め
る
o

他
に
平
底
に
近
い
も

の
、
わ
ず
か
に
く
ぼ
ま
せ
た
小
さ
な
平
底
の
も
の
が
あ
る
(
第
6
図
1
)
o

後
者
は

(
叶
叫

2
)

天
理
市
東
大
寺
山
古
墳

・
奈
良
市
マ
エ
塚
古
墳
出
土
の
石
製
地
と
酷
似
し
た
形
態

を
も
っ
て
い
る
。

小
形
杯
(
第
6
凶
5
)
2
段
に
屈
曲
し
て
外
反
す
る
口
縁
部
を
も
っ
浅
い
杯
で

あ
る
。
口
縁
部
の
屈
曲
が
著
し
い
も
の
(
第
6
図
5
)

と
ゆ
る
や
か
な
も
の
と
あ

る
。
内
面
の
底
が
よ
く
磨
り
減
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

小
形
器
台
(
第
6
凶
3
)

わ
ず
か
に
立
ち
上
り
の
み
ら
れ
る
浅
い
杯
部
と
、
ほ

と
ん
ど
直
線
的
に
下
外
方
へ
広
が
る
脚
部
と
か
ら
な
る
小
形
の
器
台
で
あ
る
。
杯

部
と
脚
部
と
の
聞
に
貫
通
孔
は
な
い
。
脚
部
に

3
個
の
円
孔
を
穿
っ
て
い
る
。

高
杯
(
第
6
図
4
)
比
較
的
小
形
の
杯
部
と
、
下
外
方
へ
大
き
く
拡
が
る
脚

部
と
か
ら
な
る
o

杯
部
の
底
面
は
平
ら
で
、
外
面
に
段
が
つ
く
o

脚
部
は
杯
部
と

の
接
合
部
か
ら
そ
の
ま
ま
大
き
く
外
反
し
て
い
る
。

3
個
ず
つ
の
円
孔
を

2
段
に

穿
っ
て
い
る
o

高
杯
は
器
台
と
と
も
に
出
土
例
は
少
な
か
っ
た
。

壷
(
第
6
閃
6・

7
)

球
形
あ
る
い
は
扇
平
な
器
体
に
外
方
へ
開
く
口
縁
を
つ

け
た
土
器
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
重
口
縁
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
小
形
の
壷
で
平

底
を
も
つ
も
の
が
あ
る
(
第
6
図
6
)
。
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
り
ス
ス
が
付
着
し
て
い

る。

聾
(
第
6
図
8
・
?
)
聾
に
は
、
A
・
B
の
2
種
類
が
あ
る
。
そ
の
割
合
は
量

的
に
は
ほ
ぼ
等
し
く
、
概
算
印
個
体
分
ず
つ
あ
る
。
嚢
A
は
、
丸
底
に
お
わ
る
球
形

の
休
部
に
、
内
管
し
な
が
ら
ひ
ら
く
口
縁
部
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
(
第
6
図

8
1

聾
B
は
台
脚
付
き
窪
で
、
肩
の
張
っ
た
体
部
に

S
字
状
2
段
に
屈
曲
す
る
口
縁
部

を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
(
第
6
図
9
)
。
霊
A
-
B
の
い
ず
れ
も
器
面
一
面
に
ス
ス
が

付
着
し
て
い
る
。
聾
A
に
は
口
縁
端
が
内
側
に
肥
厚
す
る
も
の
(
第
6
凶
8
)
と
、

し
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
量
的
に
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
器
面
に
タ
タ
キ
目
を
残

す
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
護
B
は
い
わ
ゆ
る

S
字
状
口
縁
土
器
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
体
部
、
か
無
果
花
形
に
近
く
、
台
脚
部
内
面
の
下
端
に
折
り
返
し
た

よ
う
な
帯
状
部
を
作
り
、
体
部
か
ら
脚
部
に
か
け
、
粗
く
深
い
ハ
ケ
目
を
施
し
、

肩
部
に
数
本
の
横
線
を
施
す
と
い
う
細
部
の
特
徴
に
い
た
る
ま
で
、
東
海
地
方
を

中
心
に
東
日
本
に
分
布
す
る
聾
と
極
め
て
よ
く

一
致
し
て
い
る
。
な
お
聾
B
に
は

高
さ
却
価
以
上
の
大
形
品
(
絵
6
図
9
)
、
口
四
前
後
の
中
形
口
問
、
ロ
回
前
後
の
小

形
日
間
の

3
種
が
あ
る
。

以
上
述
べ
た

ω
0
8
8
下
層
出
土
の
土
器
は
広
義
の
布
留
式
に
含
ま
れ
る
も

の
で
あ
り
、
類
似
す
る
土
器
は
、
畿
内
に
お
い
て
は
大
阪
府
相
原
市
船
橋
遺
跡

(註
3
〉

(

註

4
)

K
l
i
地
点
下
層
)
、
大
阪
府
東
大
阪
市
小
若
江
北
遺
跡
に
、
ま
た
畿
外
で
は
、

(註

5
)

岡
山
県
笠
岡
市
高
島
遺
跡
(
王
泊
第
五
層
)
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

時
間
的
に
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

ω】

)
8
8
下
層
の
土

器
は
、
小
若
江
北
遺
跡
の
土
器
よ
り
も
古
い
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東
日

本
的
な

S
字
状
口
縁
土
器
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
畿
内
に
お
い
て
は
新
し
い

事
実
で
あ
っ
て
、
今
後
の
畿
内
の
土
器
研
究
に
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
と
い
え

レ
よ
内
ノ
O
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、ll
JB

埴

輪

f
i
l

、
一
担
輸
は
す
べ
て
上
回
明
か
ら
出
土
し
た
o

破
片
ば
か
り
で
完
形
を
保
つ
も
の
は
全

く
な
か
っ
た
が
、
形
状
の
わ
か
る
も
の
を
列
記
す
る
と
、
円
筒
埴
輸
の
ほ
か
、
盾
・

蓋

・
甲
の
草

m
-頭
部
に
一
本
の
角
を
も
っ
動
物
か
と
も
み
れ
ら
る
も
の
な
ど
、

器
材

・
形
象
埴
輸
が
あ
る
。

な
お
、
東
朝
集
殿
の
西
側
の
築
地
跡
付
近
で
、
土
嬢

ω
vハ
き
ω印
(
長

50ω

帆
町
四
深
さ

m
m
)
を
検
出
し
た
。
土
域
内
に
は
縦
割
り
に
し
た
円
筒
岨
輪
3
1

4
個
体
分
を
重
な
っ
て
い
る
状
態
で
見
い
出
し
た
(
第
7
閃
)
。
円
筒
植
輪
を
蓋
と

し
て
用
い
た
十
勝
良
と
忠
わ
れ
る
。

昭
和
必
年
度
一
千
城
宮
発
山
川
調
査
概
間

:X¥ 71ヨ 円筒1直輸を用いた士J瓜墓

C

木

器

(

口

絵

1
1
9
)

出
土
し
た
木
器
・
木
材
は
か
な
り
の
量
に
達
す
る
が
、
用
途
の
推
定
で
き
る
も

の
を
便
宜
上
、
工
具

・
農
具

・
什
器

・
建
築
部
材
な
ど
に
わ
け
で
記
述
す
る
。
こ

れ
ら
は
、
上

・
下
両
層
に
お
い
て
形
態
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
一
括
し
て
扱
い
、
そ
の
代
表
例
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

a

工

具

手
斧
の
柄
ハ
口
絵
1
・
2
)

柄
部
と
刃
先
を
着
装
す
る
台
部
か
ら
な
っ
て
お

り
、
木
の
幹
を
台
部
に
校
を
柄
部
に
つ
く
る
。
今
、

2
例
を
紹
介
す
る
o

第

1
例

(
け
絵
2
)
は
、
台
部
の
先
端
を
削
っ
て
、
鉄
斧
の
袋
部
を
挿
入
す
る
た
め
の
茎
を

作
り
出
し
て
い
る
。
全
長
呂
・品
価
。
第
2
例
(
口
絵
1
)
の
作
り
は
第
1
例
同
様
で

あ
る
が
、
台
部
は
や
や
長
く
、
外
面
は
平
ら
に
削
っ
て
い
る
。
台
部
の
頭
や
内
両

に
長
方
形
の
刃
先
を
縛
り
つ
け
た
圧
痕
が
み
ら
れ
る
。
現
長
印
凹
。

鎌
の
柄
(
日
絵
9
)

棒
状
を
な
し
、
上
端
か
ら

5
佃
ほ
ど
の
切
り
込
み
を

入
れ
て
い
る
。
鎌
の
刃
な
ど
を
着
装
す
る
柄
で
あ
ろ
う
。
長
さ
ピ
-
M
ω
o

b

農

具

鋤
(
口
絵
3
)

鋤
に
は
、
身
と
長
柄
と
を
一
木
で
作
っ
た
も
の
と
、
身
を

別
作
り
の
柄
に
着
け
て
用
い
る
も
の
の

2
種
類
、
が
あ
る
。
前
者
に
は
ス
コ
ッ
プ
形

の
身
に
、

T
字
形
の
把
手
を
作
り
出
し
た
長
い
柄
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
口
絵
3

は
後
者
の
例
で
あ
る
。
身
は
舟
形
を
呈
し
、
棒
状
の
着
柄
部
を
作
り
出
し
た
も

の
。
身
の
上
端
の
左
右
に
は
、
柄
に
固
定
す
る
紐
を
う
け
る
た
め
の
突
起
を
作
っ

て
い
る
。
長
さ
怠
・
∞
叩
。

鋤
状
木
器
(
口
絵
4
)
形
態
上
、
鋤
に
似
て
い
る
木
器
で
あ
る
。
扇
平
な

柾
目
抜
を
用
い
、
二
又
の
身
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
着
柄
部
は
身
部
に
移
行
す
る
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に
つ
れ
幅
を
増
し
、
移
行
部
で
両
側
か
ら
挟
り
を
入
れ
て
突
起
を
つ
く
っ
て
い

る
。
長
さ

a・2
山。

鍬
〈
口
絵
7

)

2

種
類
の
鍬
が
あ
る
。
そ
の
第
1
種
は
、
援
形
の
板
材
を

も
ち
い
て
、
着
柄
孔
を
穿
っ
た
だ
け
の
平
鍬
で
あ
る
。
身
に
た

い
し
て
約
口
。
度

の
角
度
で
柄
を
つ
け
る
。
鉄
製
の
刃
先
を
着
装
し
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
長

さ
民
、
m
o

そ
の
第
2
種
は
援
形
の
板
材
の
上
縁
、
お
よ
び
両
側
縁
に
孤
形
の
扶

り
を
入
れ
た
形
態
の
も
の
で
あ
る
(
口
絵
7
〉
O

身
の
中
央
に
舟
形
の
隆
起
部
を

つ
く
り
、
身
に
た
い
し
て
約

Z
O
度
の
角
度
で
着
柄
孔
を
穿
っ
て
い
る
。
刃
部
ち

か
く
に
は
、
横
方
向
に
の
び
る
別
の
隆
起
帯
を
つ
く
り
、
こ
の
部
分
で
鉄
の
刃
先

を
着
装
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
裏
面
に
は
着
柄
孔
の
上
側
に
、
横
方
向
の
く
り

こ
み
が
あ
る
。
こ
の
く
り
こ
み
は
底
を
広
く
し
た
「
蟻
じ
ゃ
く
り
」
の
形
状
を
な

す
。
横
木
を
い
れ
て
縦
割
れ
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
さ
N

∞
-
m
m
o

え
ぶ
り
形
木
器
(
口
絵
5
〉
隅
丸
長
方
形
の
薄
手
の
板
材
を
横
木
に
と
り
、

そ
の
長
辺
を
刃
に
作
る
。
中
央
部
に
着
柄
孔
を
設
け
る
。
身
の
上
端
近
く
の

2
孔

は
柄
を
さ
さ
え
る
材
を
挿
入
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
o

破
損
後
も
使
用
し
た

ら
し
く
、
補
修
孔
が
あ
る
o

最
大
径

ω
∞-
N

価。

田
下
駄
(
口
絵
7
)

長
方
形
の
板
材
を
も
ち
い
、
爪
先
側
の

一
方
の
角
を
お

と
し
て
隅
丸
に
整
形
し
て
い
る
。
三
つ
の
鼻
緒
孔
を
あ
け
て
い
る
。
前
の
鼻
緒
孔

は
内
側
に
寄
っ
て
い
る
。
歯
は
な
い
。
長
さ
白
い
倒
。
そ
の
ほ
か
、
農
具
に
属
す

る
も
の
と
し
て
は
、
掘
巾
中
(
ふ
ぐ
し
)
状
木
器
・
臼
・
杵
・
附
・
槌
・
木
樺
な
ど

が
あ
る
。

c

生
活
用
具

案
形
木
器
官
絵
8
)
平
面
長
方
形
の
浅
い
皿
状
部
と
脚
部
と
を
、
一
木

で
作
り
出
し
た
木
器
で
あ
る
。
皿
状
部
の
長
辺
は
た
ち
お
と
し
て
い
る
が
、
短
辺

に
は
、
斜
め
上
に
立
ち
あ
が
る
縁
を
作
る
o

脚
部
は
皿
状
部
の
長
辺
に
沿
っ
て
お

り
、
下
辺
を
弧
状
に
扶
り
込
ん
で
作
っ
て
い
る
。

2
列
の
脚
部
の
う
ち

1
列
は
欠

失
し
て
い
る
。
こ
の
案
に
似
た
形
態
の
も
の
は
、
古
墳
出
土
の
石
製
案
に
実
例
が

あ
る
。
長
辺
の
長
さ
品
・
印
咽
高
さ
ア
∞
倒
。
以
上
の
ほ
か
に
出
土
し
た
生
活
用
具
に

は
、
櫛
・
火
鑓
臼
・
槽
形
木
器
・
容
器
な
ど
が
あ
る
o

d

建
築
部
材

建
築
部
材
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
梯
子
・
板
材
・
丸
太
柱
材
な
ど
が
あ

る
。
梯
子
に
は
、
丸
太
材
の
側
面
に
足
か
け
を
作
り
出
し
た
だ
け
の
一
木
作
り
の

も
の
の
ほ
か
に
、
平
行
す
る

2
本
の
俸
の
聞
に
横
木
を
わ
た
し
て
縛
っ
た
も
の
も

あ
る
。
板
材
の
う
ち
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
妻
の
壁
板
と
推
定
さ
れ
る
出
土

品
で
あ
る
。
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佐
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、
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五
六

前
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書
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奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

要

項

調
査
研
究
概
況

総
合
研
究

平
城
宮
跡
発
掘
調
査

本
年
度
は
第
訂

1
臼
次
の

6
回
に
わ
た
っ
て
調
査
を
お

こ
な
っ
た
。
(
本
文
M
M

頁
以
ド
参
一
照
)

2

七
大
寺
巡
礼
私
記
の
研
究

本
研
究
は
、
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
の
註
解
を
つ
く
り
、

あ
わ
せ
て
ロ
世
紀
以
前
に
お
け
る
南
都
七
大
寺
の
復
原
的

研
究
を
お
こ
な
う
も
の
で
、
本
年
度
は
東
大
寺
を
中
心

に
、
記
事
の
逐
語
的
な
研
究
と
と
も
に
、
記
載
さ
れ
て
い

る
作
品
や
寺
地
・
遺
構
な
ど
に
つ
い
て
、
現
存
作
品
は
も

と
よ
り
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
類
品
と
関
連
資

料
ま
で
広
く
調
査
研
究
を
す
す
め
た
。

1 A 

各
個
研
究

美
術
工
芸
研
究
室

西
大
寺
の
研
究

前
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
、
従
来
の
調
査
成
果
に
つ
い
て

整
理
と
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

2

仏
像
納
入
文
書
の
調
査
研
究

昨
年
度
に
継
続
し
て
東
京
大
円
寺
、
京
都
大
報
恩
寺
、

聖
護
院
、
大
念
寺
、
三
重
万
寿
寺
、
神
奈
川
称
名
寺
、
福

岡
観
世
青
寺
、
愛
媛
円
明
寺
な
ど
の
諸
像
に
つ
い
て
調
査

し
、
ま
た
蒐
集
資
料
の
整
理
と
検
討
を
行
な
っ
た

Q

3

南
部
造
像
史
の
研
究

B 1 

奈
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国
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文
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究
所
要
項

昨
年
度
に
継
続
し
て
運
慶
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
南

部
に
お
け
る
仏
師
に
関
し
て
検
討
し
、
関
連
す
る
静
岡
願

成
就
院
、
神
奈
川
浄
楽
寺
諸
像
を
調
査
し
た
。
ま
た
肖
像

彫
刻
の
基
準
作
例
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。

4
そ
の
他
の
調
査
研
究

昨
年
度
に
継
続
し
て
写
真
測
量
に
よ
る
実
測
調
査
を
奈

良
飛
鳥
寺
、
新
薬
師
寺
、
京
都
岩
船
寺
、
平
等
院
鳳
国
堂

の
各
本
尊
に
つ
い
て
行
な
っ
た
。
(
本
文
QOR以
一
卜
参
照
)

ま
た
滋
賀
善
勝
寺
等
の
文
化
庁
調
査
に
参
加
協
力
し
た

5
堂
塔
壁
画
の
研
究

昨
年
に
続
き
本
年
度
の
調
査
寺
院
は
霊
山
寺
三
重
塔
、

大
報
思
寺
、
称
名
寺
本
堂
、
西
明
寺
三
重
塔
、
石
山
寺
多

宝
塔
、
福
山
明
王
院
、
東
京
国
立
博
物
館
な
ど
で
あ
る
。

6

南
部
仏
教
絵
画
の
研
究

南
都
仏
画
を
、
絵
仏
師
と
本
年
度
は
と
く
に
祖
師
画
に

重
点
を
お
き
調
査
研
究
し
た
。

7

工
芸
作
品
の
作
風
と
技
術
展
開
の
研
究

前
年
度
に
継
続
し
て
平
安
、
藤
原
、
鎌
倉
期
の
工
芸
作

品
を
叩
件
選
び
、
そ
の
作
品
に
表
出
さ
れ
た
作
風
と
、
応

用
さ
れ
て
い
る
技
術
の
相
互
関
係
の
検
討
を
行
な
っ
た
。

8

厨
子
の
研
究

引
き
つ
づ
き
京
都
栂
尾
高
山
寺
の
念
持
仏
入
り
厨
子
を

中
心
と
し
て
、
そ
の
前
後
の
作
例
の
調
査
を
行
な
っ
た
。

日
建
造
物
研
究
室

-
建
築
史
料
の
作
成
は
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
作
業
で
あ

る
の
で
、
特
に
力
を
つ
く
し
、
こ
と
に
本
年
度
は
近
世
の

技
術
書
に
み
ら
れ
る
術
語
の
整
理
に
重
点
を
お
い
た
。

2

奈
良
諸
大
寺
の
調
査
の
う
ち
、
東
大
寺
行
基
堂
(
旧
俊

乗
堂
)
お
よ
び
付
近
地
形
を
中
心
と
し
て
調
査
し
た
。

3

近
世
民
家
の
研
究
に
お
い
て
は
、
文
化
財
保
護
委
員
会

の
実
施
し
た
緊
急
調
査
の
一
部
と
し
て
、
福
井
県
下
の
民

家
を
調
査
し
た

Q

ま
た
奈
良
県
今
井
町
民
家
に
つ
い
て
の

予
備
調
査
を
実
施
し
た
。
(
本
文

m
-
m以
以
ド
参
照
)

4

修
理
後
の
建
造
物
が
い
か
な
る
経
年
変
形
を
示
す
も
の

か
に
つ
い
て
、
写
真
測
量
に
よ
る
継
続
的
調
査
を
行
な
っ

た
G

(

本
文
刊
日
以
ド
参
照
)

国
歴
史
研
究
室

1

南
部
諸
大
寺
古
文
書
の
調
査
研
究

東
大
寺
、
興
福
寺
、
唐
招
提
寺
所
蔵
の
経
典
・
古
文
書

絵
図
等
の
調
査
な
ら
び
に
写
真
撮
影
を
行
な
い
、
「
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
」
の
一
冊
と
し
て
『
唐
招
提
寺

史
料
』
の
原
稿
作
製
を
進
め
た
Q

(

同
和
一
灼
年
度
山
山
町
川
子
足
)

2

仁
和
寺
の
研
究

仁
和
寺
所
蔵
の
古
文
書
典
籍
の
調
査
な
ら
び
に
写
真
撮

影
を
行
な
っ
た
。
ま
た
『
仁
和
寺
史
料
』
第
3
冊
目
を
刊

行
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
調
査
資
料
の
整
理
検
討

を
進
め
た
。
(
本
文
日
瓦
以
下
参
照
)

3

中
世
に
お
け
る
寺
院
制
度
の
研
究

薬
師
寺
な
ら
び
に
法
隆
寺
に
重
点
を
お
い
て
研
究
を
行

な
っ
た
。

4

延
喜
式
の
考
古
学
的
研
究

延
喜
式
の
記
事
と
考
古
学
的
遺
物
と
の
比
較
研
究
を
行

な
い
、
古
代
に
お
け
る
生
産
技
術
・
生
産
形
態
な
ら
び
に

流
通
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

c 

研
究
発
表

昭
和
必
年
5
月
お
日
(
於
本
所
)

中

世

に

お

け

る

証

文

保

管

の

一

例

田

中

稔

弥

生

式

文

化

と

銅

鐸

佐

原

真

昭
和
必
年
8
月
日
日
(
於
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
事
務
所
)

東

朝

集

殴

跡

の

調

査

西

谷

正

朝

集

殿

の

建

築

に

つ

い

て

宮

沢

智

士

2 D 

在
外
研
究

韓
国
に
お
け
る
古
代
都
城
制
形
式
過
程
の
研
究

西
谷

昭
和
必
年
9
月
1
日
i
日
月
初
日

韓
国

E 

普
及
事
業

平
城
宮
跡
覆
屋
一
般
公
開
(
発
掘
調
査
出
土
品
展
監
)

開
催
日
昭
和
必
年
日
月
1
日
1
3日

開
催
地
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

見

学

者

約
ω
与
C
C
名

平
城
宮
展
(
朝
日
新
聞
社
主
催
、
文
化
庁
後
援
)

開
催
日
東
京
会
場
昭
和
制
年
1
月
4
日
1
m
日

大
阪
会
場
昭
和
制
年
2
月
7
日
l
u日

東
京
会
場
小
田
急
百
貨
庖

大
阪
会
場
阿
倍
野
近
鉄
百
貨
居

東
京
会
場
約
日
N
b
c
c名

大
阪
会
場
約
民
、
ccc
名

2 

開
催
地

見
学
者

F 

調
査
指
導

本
年
度
の
外
部
調
査
指
草
は
位
カ
所
で
行
っ
た
(
下
表
) 正

調

査

遺

跡

名

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡

多
賀
城
跡

藤
原
宮
跡

小
郡
遺
跡

荒
神
社
社
股

岩
橋
千
塚
古
墳
群

二
子
山
古
墳

大
宰
府
跡

興
福
寺
大
御
堂

薬

師

寺

胡
桃
館
遺
跡

三
才
因
子
遺
跡

末
松
廃
寺
跡

民
家
入
江
邸

唐
招
提
寺

寺
戸
大
塚
古
墳

宮
崎
県
文
化
財
調
査

法
金
剛
院

丘
(
主
大
社

五
色
塚
古
墳

民
家
緊
急
調
査

出
雲
国
府
跡

貝
野
遺
跡

和
田
峠
遺
跡

塚
の
谷
古
窯
跡
群

宇
田
森
遺
跡

難
波
宮
跡

法

起

寺

津
島
遺
跡

法
隆
寺
若
草
伽
藍

美
濃
国
分
寺
跡

喜

光

寺

調

査

機

関

調

査

目

福
井
・
足
羽
町
史
跡
整
備
指
導

宮
城
・
多
賀
城
町
一
史
跡
整
備
指
導

奈

良

県

一

道

路

建

設

工

事

に

伴

う

調

査

福

岡

県

一

宅

地

造

成

に

伴

う

調

査

奈
良
・
荒
神
社
一
社
股
保
存
の
た
め
の
調
査
指
導

和
歌
山
県
一
「
紀
伊
風
土
記
の
丘
L

建
設
に
伴
う
調
査

宇

治

市

一

宅

地

造

成

に

伴

う

調

査

福

岡

県

一

発

掘

計

画

指

導

奈

良

県

一

解

体

修

理

に

伴

う

調

査

薬

師

寺

一

伽

藍

配

置

究

明

の

学

術

調

査

秋

田

県

一

学

校

造

成

に

伴

う

調

査

長

野

市

一

宅

地

造

成

に

伴

う

調

査

石
川
・
野
々
市
町
一
史
跡
公
園
整
備
指
導

香

川

県

県

指

定

文

化

財

保

存

法

の

指

導

唐

招

提

寺

収

蔵

庫

建

設

に

伴

う

地

下

調

査

京

都

大

学

写

真

測

量

調

査

宮

崎

県

郷

土

文

化

財

総

合

調

査

の

う

ち

京

都

府

市

道

建

設

に

伴

う

庭

園

発

掘

調

査

的

滋
賀
・
兵
主
大
社
一
建
造
物
・
庭
園
の
保
存
調
査

神

戸

市

一

環

境

整

備

に

伴

う

調

査

福
井
県
一
民
家
保
存
の
た
め
緊
急
調
査
(
第
3
次
)

松

江

市

一

「

出

雲

風

土

記

の

丘
L

建
設
に
伴
う
調
査

四
日
市
市
一
宅
地
造
成
に
伴
う
調
査

長

野

県

一

道

路

建

設

に

伴

う

調

査

八
女
市
一
農
業
構
造
改
善
事
業
に
伴
う
調
査

和
歌
山
県
一
宅
地
造
成
に
伴
う
調
査

大
阪
市
一
発
掘
調
査
及
び
木
簡
保
存
処
理
方
法
指
導

奈

良

県

一

道

路

建

設

に

伴

う

調

査

奈大奈岡
良垣良山
県市県県

武
道
館
建
設
に
伴
う
調
査

築
地
解
体
修
理
に
伴
う
調
査

寺
域
確
定
調
査

阪
奈
道
路
工
事
に
伴
う
調
査

担

当

者

牛
川
一
八
賀
・
藤
原
・
石

爪
ム
・
市
山

牛
川
・
細
見
・
佐
藤

靖
館
一

工
楽
・
小
笠
原
・
藤
原

伊
藤
・
細
見

坪
井
・
伊
藤
・
旧
中
琢
・

牛
川
・
本
村
・
石
松

西
谷

沢
村
・
藤
井
・
伊
東
・
他

-hm 
八
賀
・
阿
部
・
村
上

細
見

横
田
義

藤
原

伊
藤

伊
藤
・
沢
村
・
他

牛
川
・
伊
東
・
問
中
哲

伊
藤

件
刈
.
伊
東
・
問
中
哲
・

ふ
ふ
1
l
l
」

4
年

間

月

伊

藤

・

牛

川

・

藤

原

・

伊

東
・
宮
本
・
田
中
哲
・
他

時

年

日

月

坪

井

時

年

日

月

伊

藤

・

宮

沢

・

村

上

品

年

日

・

ロ

月

町

田

・

宮

本

・

阿

部

必

年

日

・

ロ

月

山

沢

・

小

笠

原

・

石

井

川

村

年

日

月

横

田

義

必

年

ロ

月

石

松

崎

年

ロ

月

佐

原

・

高

島

・

森

・

山

沢

崎

年

ロ

月

沢

村

・

田

中

琢

・

狩

野

特
年
ロ
月
-
M
H

年
1
月
一
割
問
一
同
一
刑
『
十
仙
一
肌
一
蹴

田
中
琢
・
西
谷
・
佐
原
・

工
楽
・
阿
部
・
佐
藤
・
他

栗
原

田
中
琢
・
八
賀
・
伊
東

宮
沢
・
安
達

調

年

査

同
日
年
4
月
以
降

お
年
5
月
以
降

北
年
4
月
以
降

品
年
4
・
5
月

時
年
5
月

時
年
5
月
以
降

拍
年
6
月

時
年

7-m月

時
年
7
・
8
月

拍
年
7
・
8
月

品
年
8
月

日日年
8
月

北
年
8
・
山
・
口
月

北
年
9
月

時
年
6
・
7
・
8
月

品
年
9
月

北
年
9
月

北
年
9
月

M
H

年
2
・
3
月

壮
年
3
月

壮
年
2
・
3
月

壮
年
3
月

月
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昭
和
43 
年
度
文
部
省
科
学
研
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費
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金
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る
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A 

ニ

組

織

文
部
省
設
置
法

リ3

十
ノ、
占乙
ノ作、

抜
華ヘ

昭
和
二
卜
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号

J

f

昭
和
四
十
一
二
年
六
月
十
五
口
一
部
改
正
」

第
四
十
三
一
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
文

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
要
項

化
庁
に
、
次
の
機
関
を
置
く
。

国
立
文
化
財
研
究
所
(
前
後
略
)

第
四
十
一
条
国
立
文
化
財
研
究
所
は
、
文
化
財
に
関
す
る

調
主
研
究
、
資
料
の
作
成
及
び
そ
の
公
表
を
行
な
う
機
関

と
す
る

Q

2

国
立
文
化
財
研
究
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

1
l
i
l
i
-
-
H
i
l
l
i
-
-
!
I
l
l
1
1
1
I
l
l
i
-
-
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
l
i
l
I
l
l
i
-
-
l
!
I
l
l
i
-
-
!
I
l
l
i
-
-
-

一

宰

称

一

位

置

一

一l
l
i
l
l
l
l
l
l
l
!
l
l
l
l
1
l
l
1
i
l
1
i
l
1
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
1
i
Lー
!
l
h
u
r
i
l
l
-
-
4
i
|
!
i
l
l
h
H
I
l
l
-

一

東

京

国

立

文

化

財

研

究

所

一

東

京

都

一

一

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

一

奈

良

市

一

l
!
|
|
|
(
|
1
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
I
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-ー
ー

ド

1
1
i
l
l
-
I
l
l
i
-
-ー
ー

!
i
|
|
L

3

国
立
文
化
財
研
究
所
に
は
、
支
所
を
置
く
こ
と
が
で
き

T
G
。

4

国
立
文
化
財
研
究
所
及
び
そ
の
支
所
の
内
部
組
織
は
、

文
部
省
令
で
定
め
る
。

B

文
部
省
設
置
法
施
行
規
則
抜
草

ヘ
昭
和
二
十
八
年
一
月
十
三
円
文
部
/

(
省
令
こ
り
、
迫
加
昭
和
四
卜
三
年
六
一

/
月
十
五
日
文
部
省
令
二
ヨ
ワ
¥

第
五
章
文
化
庁
の
附
属
機
関

第
四
節
国
立
文
化
財
研
究
所

第
一
款
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所

(
庶
務
課
の
事
務
)

第
百
十
九
条
庶
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ

と
る
。

一
職
員
の
人
事
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

二
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ

と。

三
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
。

四
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
そ
の
他
会
計
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

五
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
こ
と

ρ

六
庁
内
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

七
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
一
昨
掌
に
属
し

な
い
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

第
二
款
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

(
所
長
)

第
百
二
十
三
条
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
、
所
長
を
置

J
〈
¥

2

所
長
は
所
務
を
掌
理
す
る
。

(
内
部
組
織
)

第
百
二
十
四
条
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
、
庶
務
課
、

美
術
工
芸
研
究
室
、
建
造
物
研
究
室
及
び
歴
史
研
究
室
並

び
に
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
を
置
く

Q

(
庶
務
課
の
事
務
)

第
百
二
十
五
条
庶
務
課
に
お
い
て
は
、
第
百
十
九
条
第
各

号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
美
術
工
芸
研
究
室
等
の
事
務
)

第
百
二
十
六
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
及
び
工
芸
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
な
い
、
並
び

に
そ
の
結
果
の
公
表
を
行
な
う
。

2

建
造
物
研
究
室
に
お
い
て
は
、
建
造
物
に
関
す
る
調
査

研
究
を
行
な
い
、
並
び
に
そ
の
結
果
の
公
表
を
行
な
う
。

3

歴
史
研
究
室
に
お
い
て
は
、
考
古
及
び
史
跡
に
関
す
る

調
査
研
究
を
行
な
い
、
並
び
に
そ
の
結
果
の
公
表
を
行
な

ト
内
ノ

(
平
域
宮
跡
発
掘
調
査
部
の
六
室
及
び
事
務
)

第
百
二
十
七
条
平
城
宮
跡
発
制
調
査
部
に
、
第
一
調
査

室
、
第
二
調
査
室
、
第
三
調
査
室
、
第
四
調
査
室
、
保
存

整
理
室
及
び
史
料
調
査
室
を
置
く
。

2

第
一
調
査
室
、
第
二
調
査
室
、
第
三
調
査
室
及
び
第
四

調
査
室
に
お
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
分
担

し
て
、
平
城
宮
跡
の
発
掘
及
び
凋
在
研
究
正
び
に
そ
の
結

果
の
公
表
を
行
な
う

c

47 



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

3

保
存
整
理
室
に
お
い
て
は
、
平
城
宮
跡
の
遺
構
及
び
遺

物
の
保
存
整
理
及
び
調
査
研
究
並
び
に
そ
の
結
果
の
公
表

を
行
な
う
。

4
史
料
調
査
室
に
お
い
て
は
、
平
城
宮
跡
に
関
す
る
史
料

の
収
集
及
び
調
査
研
究
並
び
に
そ
の
結
果
の
公
表
を
行
な

〉
勺
ノ

資
料
及
び
図
書
(
昭
和
必
年
度
現
在
)
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八
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研
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財
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称

仏
師
運
慶
の
研
究

修
学
院
離
宮
の
復
原
的
研
究

文
化
史
論
叢

奈
良
時
代
僧
房
の
研
究

飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告

中
世
庭
園
文
化
史

興
福
寺
食
堂
発
掘
調
査
報
告

文
化
史
論
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川
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発
掘
調
査
報
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平
城
宮
跡

I
・
伝
飛
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板
蓋
宮
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発
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院
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建
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の
研
究

巧
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陀
仏
快
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寝
殿
造
系
庭
園
の
立
地
的
考
察

「レ

l
ス
」
と
「
金
亀
舎
利
塔
」
に
関
す
る
研
究

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
E

官
街
地
域
の
調
査
|

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
皿

ー
内
裏
地
域
の
調
査
|

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
告
告
W

ム
日
街
地
域
の
調
査
2
|

小
堀
遠
州
の
作
事

藤
原
氏
の
氏
寺
と
そ
の
院
家

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

史
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小

林

剛

森

稿
小
林
剛
、
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森
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杉
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三
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旧
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一
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問
中
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浅
野
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鈴
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嘉
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浅
野
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杉
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井
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森
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小
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守
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公
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浜
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杉
山
二
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杉
山
・
坪
井
・
鈴
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・
田
中
(
稔
)
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工
藤
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問
中
(
琢
)

杉
山
・
坪
井
・
鈴
木
・
工
藤
・
田
中
(
琢
)
・
岡
田

杉
山
信
三

小

林

剛

森

謹
守
問
公
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坪
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(
嘉
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問
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河
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信
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