
唐
古
慧
跡
の
調
査
概
要

末

へ

水

雅

雄

　
奈
良
縣
磯
城
郡
川
東
村
膚
古
池
は
、
彌
生
式
の
聖
跡
と
し
て
從

來
か
ら
か
な
り
里
馬
さ
れ
て
る
た
所
で
あ
る
が
、
内
務
省
土
木
事

業
の
一
と
し
て
咋
年
＋
二
月
末
か
ら
本
年
三
月
末
購
へ
か
け
て
、

池
底
の
泥
土
嶺
搬
繊
し
て
奈
良
國
雀
鮨
＋
五
徳
路
線
に
使
用
す
る

に
逸
り
、
果
然
多
撒
の
土
器
石
器
等
の
遺
物
を
漁
覚
し
た
の
で
、

考
古
墨
教
窒
で
は
主
と
し
て
現
地
に
私
が
留
ま
り
、
他
は
瀬
．
次
交

替
し
な
が
ら
約
三
ケ
月
の
問
、
之
が
調
査
に
從
外
し
た
の
で
あ
っ

た
が
藪
に
そ
の
調
査
概
要
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

　
さ
て
唐
古
遺
跡
は
同
じ
様
な
彌
生
式
の
遺
跡
中
で
も
、
既
に
頓

始
檜
叢
の
あ
る
土
器
や
、
銅
鑑
な
ど
を
繊
土
し
て
み
て
、
畿
内
地

方
に
於
け
る
金
石
併
爾
…
嬉
代
の
文
化
を
考
察
す
る
上
に
、
特
に
重

要
姓
を
認
め
ら
れ
て
み
た
場
所
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
從
來
楡
鐵
せ

ら
れ
た
遽
物
は
、
主
と
し
て
唐
古
池
の
内
部
汀
線
に
表
面
散
布
す

　
　
　
　
　
唐
桑
麟
の
調
幾
概
饗

る
も
の
を
探
集
し
た
に
過
ぎ
す
、
且
つ
そ
れ
も
康
吉
地
の
附
近
に

住
ま
は
れ
る
飯
田
氏
の
脚
力
探
蒐
が
主
で
あ
っ
た
。
尤
も
上
田
三

管
氏
や
故
森
本
六
爾
君
に
依
っ
て
、
若
干
試
掘
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
が
、
要
す
る
に
重
要
な
蔵
置
を
な
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
併
し
な
が
ら
斯
う
し
た
徴
謹
は
麿
古
池
遺
跡
の
位
置
が
、
本
邦

先
礎
離
に
於
い
て
非
常
に
膚
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
善
導
せ
し

め
、
期
待
せ
し
め
る
に
は
充
分
で
あ
り
、
真
鯉
に
携
は
る
も
の
の

等
し
く
注
難
し
て
る
た
事
は
い
ま
藪
に
事
新
ら
し
く
説
く
必
要
の

な
い
位
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
唐
古
池
か
ら
各
種
の
土
器
石
器
が
検

寓
さ
れ
た
と
云
ふ
報
告
の
教
室
に
棄
る
や
、
先
づ
潔
鴎
先
生
の
現

地
急
行
に
依
っ
て
調
査
方
針
を
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
唐
古
潰
跡

の
輕
観
す
べ
か
ら
ざ
る
本
質
が
認
め
ら
れ
て
み
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
吾
々
は
そ
の
翌
日
か
ら
泥
の
中
に
憾
潟
人
夫
蓬
と
行
動
を

　
　
　
　
　
轄
彫
二
十
∴
二
雀
　
　
斡
耀
｝
驚
酬
　
　
　
…
轟
面
壁
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唐
古
蹟
の
調
査
概
要

共
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
永
年
待
望
の
時
機
が
此
虎
に
廻
り
來
っ態般掘第一圖

て
、
唐
古
池
約
四
千
五
百
坪
の
面
積
を
、
一
掃
的
に
調
査
を
す
る

　
　
　
　
　
　
第
｝
二
十
ご
一
巻
　

第
一
號
　
　
　
一
掴
ハ
八

第
一
手
を
そ
め
た
の
は
一
月
八
日
で
あ
っ
た
が
、
爾
來
四
月
上
旬

ま
で
教
室
員
水
野
清
】
、
小
林
行
雄
、
史
學
科
學
生
角
田
文
衙
、

藤
岡
謙
二
郎
、
澄
田
正
一
、
欄
崎
卯
一
、
丁
士
選
、
羽
田
秀
典
、

林
宏
の
諸
君
と
共
同
作
業
を
臨
け
、
別
に
爲
眞
は
羽
館
易
氏
を
煩

す
こ
と
多
く
、
藤
森
榮
一
氏
の
長
期
に
亘
る
來
援
を
得
た
。

　
吾
々
が
斯
う
し
た
期
待
を
か
け
、
意
識
を
も
つ
て
調
査
に
從
事

し
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
初
め
の
間
は
興
味
の
無
い
人
夫
達

の
爲
に
甚
だ
困
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
併
し
後
に
は
極
め
て
忠
實

な
助
手
に
な
っ
た
の
で
、
反
っ
て
ス
ピ
ー
ド
嚢
掘
が
行
は
れ
調
査

も
順
調
に
な
り
、
百
坪
や
二
百
坪
の
小
地
域
を
護
掘
し
て
騒
い
で

み
る
の
と
は
蓮
っ
て
、
吾
々
自
身
に
も
甚
だ
よ
い
艦
験
を
得
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
（
第
一
圖
）

　
い
ま
私
は
順
序
と
し
て
本
望
跡
が
寄
港
す
る
最
も
大
な
る
も
の

を
先
づ
學
げ
る
こ
と
と
し
ょ
う
。
鞭
ち
そ
の
最
初
に
慕
け
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
事
は
、
住
居
跡
と
推
定
せ
ら
れ
る
競
構
と
遺
物
で
あ

る
。
こ
れ
は
從
国
本
遺
跡
に
於
い
て
も
ま
だ
推
定
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
鮎
で
あ
り
、
他
の
遺
跡
に
も
斯
様
に
適
確
な
資
料
を
得
る

に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
以
て
唐
古
遣
跡
最
大
の
特
長
と
す
る
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こ
と
が
趨
來
よ
う
。
次
は
欄
々
の
．
慧
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
に

記
し
た
様
な
原
始
縮
霊
の
あ
る
土
器
、
金
鳩
利
器
の
使
罵
を
多
分

に
示
す
太
器
獺
、
彩
色
し
た
土
器
、
木
器
等
が
ま
た
特
異
牲
を
物

語
っ
て
み
る
。

　
斯
く
て
此
等
の
諸
勢
物
は
そ
の
悠
久
な
る
地
下
の
埋
藏
か
ら
、

再
び
天
日
の
下
に
も
と
の
姿
を
現
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
物
に
依

っ
て
は
悠
遠
な
闘
黒
か
ら
取
O
猷
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
、
見
る
見
る

中
に
攣
化
し
て
僅
か
に
調
査
に
立
ち
合
っ
た
若
干
名
の
入
々
だ
け

し
か
、
そ
の
形
を
知
る
に
過
ぎ
す
，
或
は
寅
…
虞
の
み
に
痕
迩
を
留

む
る
の
外
な
い
も
の
も
亦
紗
く
な
か
っ
た
。
斯
く
の
如
く
本
癒
跡

か
ら
は
、
當
然
腐
朽
し
終
る
べ
き
木
製
贔
や
聖
堂
質
の
笹
下
が
、

在
り
し
臼
の
姿
の
ま
ま
に
遺
存
し
て
み
た
こ
と
も
、
前
き
に
記
し

た
住
居
の
蓮
池
と
癌
封
し
て
、
我
が
唐
古
殻
跡
の
墨
的
儂
値
を
示

す
も
の
と
も
云
へ
よ
う
。

　
次
に
此
等
の
蓮
構
や
慰
物
の
患
土
妖
星
を
簡
軍
に
記
す
と
、
藏

構
－
廓
ち
綴
糸
趾
と
推
さ
れ
る
も
の
は
、
概
し
て
南
方
池
底
に

多
く
北
方
で
は
餓
り
多
く
の
、
遺
構
を
児
な
か
っ
た
。
南
方
池
底
で

は
黙
々
と
し
て
絹
並
ん
だ
悪
趣
を
思
は
し
め
る
黒
亀
土
層
の
凹
み

　
　
　
　
　
鷹
峯
蹟
の
覇
査
概
要

一
廣
さ
約
六
嚢
敷
位
t
や
、
之
に
從
飛
し
て
み
た
で
あ
ら
う
か
倉

庫
と
も
壁
し
き
小
さ
く
繁
い
竪
穴
を
掘
っ
て
、
そ
の
申
に
土
器
を

牧
暫
し
蓋
を
し
た
も
の
が
相
當
に
あ
っ
て
、
こ
の
構
造
だ
け
は
明

か
に
竪
穴
の
名
を
以
て
呼
ぶ
こ
と
が
繊
來
る
と
思
ふ
。
併
し
葡
者

鄭
ち
襲
い
方
は
所
謂
竪
穴
住
居
の
竪
穴
で
あ
ら
う
と
は
思
ふ
が
、

極
め
て
課
業
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
故
ら
に
地
を
掘
っ
て
園
塘
を

作
り
屋
根
を
被
っ
た
と
云
ふ
よ
り
も
，
不
地
上
に
屋
根
を
設
け
た

住
居
の
内
部
が
、
若
干
屋
外
の
地
軍
面
よ
り
も
凹
み
を
成
し
た
程

度
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
廣
さ
は
前
記
の
様
に
六
趣
敷
位
の

廣
さ
で
あ
る
が
、
大
膿
長
樫
＋
二
三
尺
、
短
径
七
八
尺
或
は
そ
れ

よ
り
穂
大
き
い
程
度
の
長
方
形
に
近
い
耶
面
を
主
と
し
て
を
り
、

そ
の
中
か
ら
葭
の
軸
を
割
っ
て
編
ん
だ
簾
の
様
な
編
物
や
、
杭
が

打
込
ん
だ
ま
ま
で
残
っ
て
み
た
の
は
、
屋
根
と
か
鰻
塚
と
か
を
思

は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
叉
燈
米
や
藁
、
木
製
器
具
、
就
中
杵
な
ど

は
樹
れ
も
こ
の
住
居
趾
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
場
所
か
ら
出
土
し

て
み
て
、
少
く
と
も
當
蒔
の
生
活
様
式
の
一
端
を
推
察
せ
し
め
る

に
は
充
分
で
あ
っ
た
。
或
は
猜
や
鹿
な
ど
の
頭
骨
、
加
工
し
た
此

等
獣
類
の
骨
角
類
等
の
網
當
多
様
に
有
っ
た
の
は
、
食
用
に
供
し

　
　
　
　
　
鎗
曙
二
十
三
瓜
燃
　
第
二
號
　
　
　
一
｛
ハ
九
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’

　
　
　
　
　
唐
古
言
の
調
査
概
要

ま
た
毛
皮
な
ど
を
利
用
し
た
野
津
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
地
形
的
に

．
も
ま
た
嚢
隠
現
駄
に
依
っ
て
も
略
ぽ
右
に
記
す
遣
構
が
、
住
居
趾

で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
差
支
へ
な
く
、
そ
れ
が
所
謂
彌
生
式
の
竪

穴
住
居
の
部
類
に
加
へ
ら
れ
、
關
西
地
方
で
の
一
霞
位
を
示
す
も

の
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
小
竪
穴
は
概
ね
径
四
五
尺
蝕
深
さ
三
尺
位

の
概
形
に
穿
た
れ
、
そ
の
中
に
は
土
器
を
牧
翻
し
土
器
に
は
果
物

と
か
種
物
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
等
の
貯
蔵
庫
と
見
て
間
違
ひ
は

な
い
様
に
思
ふ
。

　
以
上
は
住
居
趾
に
伸
う
て
検
出
せ
ら
れ
た
遺
構
と
遣
物
で
あ
る

が
、
こ
の
外
別
な
形
を
と
っ
て
嚢
掘
せ
ら
れ
た
遺
物
も
あ
る
。
こ

れ
は
佳
居
趾
附
近
で
あ
っ
て
、
而
も
屋
外
の
土
地
に
埋
め
た
と
畳

し
き
も
の
と
、
慶
棄
の
意
味
で
纒
め
て
置
く
と
か
、
投
棄
し
た
ら

し
い
繊
麗
を
以
て
現
は
れ
た
邉
物
が
あ
り
、
此
等
は
主
に
彌
生
式

土
器
と
石
器
に
獣
骨
離
が
混
じ
て
み
た
。
爾
者
は
共
に
住
居
の
逡

跡
に
は
附
随
す
べ
き
現
は
れ
で
あ
る
が
、
前
者
の
故
ら
に
埋
藏
し

た
形
　
の
あ
る
も
の
の
意
味
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
之

を
出
土
現
状
に
徴
す
る
と
、
土
器
を
地
中
に
掘
り
据
ゑ
て
同
じ
く

土
器
の
蓋
を
被
せ
、
更
に
日
縁
部
を
木
の
葉
で
包
み
外
か
ら
藤
蔓

　
　
　
　
，
「
　
第
ご
十
三
巻
　
第
一
號
　
　
一
七
〇

で
括
っ
て
あ
っ
た
り
、
土
器
全
髄
に
藤
蔓
の
網
を
か
け
て
携
帯
に彌生式土器出土欺態第二圖

便
に
し
た
も
の
が
そ
の
ま
、
埋
ま
れ
て
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
も
一

（170）



種
の
貯
藏
形
態
に
は
違
ひ
な
い
が
、
そ
の
方
法
や
取
扱
ひ
に
今
後

の
指
針
と
な
る
も
の
が
紗
く
な
い
。
（
第
二
圖
）

　
而
し
て
此
等
遺
物
諸
品
を
通
観
す
る
と
、
彌
生
式
土
器
が
全
遣

第
　
　
三
　
　
圖

彩色＝ヒ器片

超
群
の
大
部
分
を
占
め
、
そ
れ
に
極
め
て
少
量
の
祝
部
土
器
と
土

師
器
が
加
は
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
流
は
云
ふ
迄
も
な
く
彌
生
式

土
器
で
あ
る
が
、
祝
部
土
器
の
存
在
を
決
し
て
輕
平
す
る
こ
と
が

出
來
な
い
。
ま
た
彌
庄
式
土
器
は
鋤
黒
色
に
し
て
重
厚
な
感
じ
を

　
　
　
　
　
唐
古
蹟
の
調
査
概
要

持
ち
表
面
黒
髭
を
有
し
、
且
つ
土
器
外
面
に
描
線
文
と
彩
文
の
あ

る
遠
賀
川
式
（
第
三
圃
）
と
赤
褐
色
の
清
楚
な
形
艦
に
櫛
目
文
の
多

い
櫛
目
式
土
器
と
、
全
く
文
様
の
無
い
も
の
と
の
三
種
が
略
ぽ
鼎

立
し
た
撒
量
に
出
土
し
、
彌
生
式
土
器
と
し
て
は
大
艦
の
種
類
を

出
し
て
み
る
が
就
中
遠
賀
川
式
土
器
に
於
け
る
彩
文
と
、
櫛
目
系

土
器
に
多
い
原
始
絵
蚕
と
は
、
以
て
唐
古
出
土
土
器
の
双
壁
と
さ

れ
よ
う
し
、
彩
文
は
花
文
に
似
た
曲
線
文
や
雷
文
等
が
あ
り
、
原

始
給
叢
に
は
、
操
舟
の
入
物
や
鹿
猪
等
の
動
物
が
あ
っ
て
、
此
等

は
よ
く
當
時
の
環
境
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
と
謂
へ
よ
う
。
こ
の

動
物
絡
叢
を
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
獣
骨
類
と
を
併
せ
考
へ
て
、
総

山
の
全
く
懸
想
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
と
共
に
、
操
舟

．
の
人
物
も
亦
人
と
舟
と
も
に
そ
こ
に
重
要
な
便
値
を
持
た
せ
る
こ

と
が
出
來
よ
う
。
即
ち
本
遺
跡
は
大
和
李
野
の
中
央
部
に
あ
っ
て

標
高
五
〇
血
前
後
を
示
し
、
．
現
在
西
方
ほ
は
寺
川
東
方
に
は
初
瀬

川
が
、
何
れ
も
初
瀬
の
山
々
に
源
を
冠
し
て
北
流
し
で
る
る
の
で

あ
り
、
明
治
維
新
後
も
な
ほ
暫
く
舟
を
以
て
湖
流
し
て
來
た
と
云

ふ
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
給
叢
も
そ
れ
を
輪
唱
し
た
も
の
と
推
す
べ

き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
一
號
　
　
　
一
七
一
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唐
古
蹟
ρ
調
査
概
要

　
こ
の
こ
と
は
他
面
本
降
跡
の
終
末
が
初
瀬
川
の
洪
水
に
依
る
も

の
と
推
さ
れ
る
、
地
質
的
寄
歌
を
具
現
す
る
雑
に
も
亦
思
ひ
及
ぽ

さ
る
べ
き
も
の
が
あ
．
ら
う
。

流水文木器第四圖

　
右
に
記
し
た
土
器
に
次
い
で
は
木
製
器
具
で
あ
る
が
（
第
四
・
五

圖
）
こ
れ
は
残
り
得
な
い
資
料
の
斯
く
も
明
確
に
遺
存
し
た
鮎
に

何
よ
り
も
先
づ
貴
重
性
が
あ
る
。
ま
た
木
器
個
々
の
形
態
が
、
全
く

彌
生
式
土
器
と
何
等
面
分
し
難
い
も
の
を
有
す
る
こ
と
を
最
も
強

，
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擁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
っ
て
爾
者
は
掌
理
っ
て
彌
生
式
土
器
時
代

の
留
立
を
相
互
に
認
翻
せ
し
め
そ
の
推
移
を
察
知
し
、
ま
た
木
器

製
作
の
利
器
を
或
る
程
度
ま
で
復
原
的
に
知
る
こ
と
も
出
身
る
鮎

に
幾
多
の
害
與
が
あ
る
。
こ
の
外
石
器
や
骨
角
器
乃
至
は
籠
の
様

な
工
漉
酌
に
就
い
て
も
な
ほ
記
す
べ
き
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
、

大
饅
以
上
に
止
め
て
次
に
遣
種
の
資
料
が
如
何
に
し
て
我
が
唐
古

池
の
水
底
深
く
秘
め
ら
れ
て
來
た
か
を
記
し
て
欄
筆
す
る
こ
と
と

し
よ
う
。

　
こ
れ
は
調
査
當
時
奈
良
女
高
師
帷
子
教
授
に
御
願
ひ
を
し
て
、

現
地
調
査
を
乞
ひ
そ
の
予
示
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
池
中
に
は
東

南
よ
り
西
北
へ
、
丁
度
長
方
形
の
池
の
底
を
斜
め
に
走
る
数
條
の

砂
暦
と
、
逡
跡
が
そ
の
砂
居
に
覆
は
れ
て
る
る
こ
と
が
極
め
て
明

瞭
に
剰
り
、
ま
た
そ
の
砂
屑
の
歌
態
が
一
暮
に
し
て
こ
の
痛
惜
を

【
覆
滅
せ
し
め
た
と
推
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
こ
れ
は
逡

画五四
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跡
の
東
方
を
流
れ
る
初
瀬
川
の
洪
水
に
依
る
も
の
と
さ
れ
る
。
從

っ
て
こ
の
附
近
に
住
居
し
た
人
々
に
は
、
豫
め
避
難
の
鈴
裕
が
あ

っ
た
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
な
ほ
多
く
の
生
活
器
具
は
そ
の
ま
・
此

慮
に
一
旦
着
筆
せ
ら
れ
た
が
、
の
ち
或
時
代
に
堤
塘
が
築
か
れ
貯

水
さ
れ
た
爲
に
、
上
層
に
沈
積
し
た
泥
土
の
罐
詰
の
襟
に
な
っ

て
、
偶
然
な
保
存
作
用
を
受
け
て
今
臼
に
至
っ
た
も
の
と
推
さ
れ

る
（
第
六
圃
）
0

（
豊
山
ハ
剛
囲
）
矢
測
μ
漁
職
質
の
山
刀
晦
た
二
品
す

唐
右
娼
疑
”
繊
略
翻
　
　
　
、
…
一
…
i
l
ー
ー
ー
1
ー
ー
i
－
－

論
，
酬
耀
獣
鷲
翼
》
）

　
　
罰
ノ
〆
一
l
l
－
1
一
…
ー
ー
ー
t
ー
レ
ー

古
逡
跡
の
終
末
年
代
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
本
邦

先
史
考
古
學
の
年
代
睡
分
に
封
ず
る
必
要
な
寄
輿
を
署
す
こ
と
に

・
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
嶺
、
重
な
考
察
を
必
要
と
す
る
か
ら

本
項
に
於
い
て
は
暫
く
そ
れ
に
儲
れ
る
こ
と
を
控
へ
て
置
い
て
以

上
概
報
に
止
め
る
こ
と
と
す
る
。
L
（
昭
馴
ご
一
、
…
一
、
…
五
）

　
附
配
出
土
品
禰
鷲

　
q
D
石
器
各
種
一
封
装
磨
製
共
に
あ
る
が
、
謄
製
品
讐
に
多
く
就
中
石
庖

　
丁
多
撒
Q

　
働
彌
盈
式
土
器
各
種
！
池
の
北
方
寧
静
…
に
に
遠
賀
川
土
器
が
証
す
櫛
鐵

　
系
の
土
器
の
み
恥
出
土
し
盤
居
趾
玉
江
で
巨
嚇
方
共
に
遷
る
。

　
樹
既
離
土
器
一
極
め
て
少
量
Q

　
凶
後
の
燈
明
土
器
の
探
な
の
が
…
例
出
て
み
る
O

　
㈲
木
瀞
各
種
i
一
杵
、
穣
搬
、
鰍
、
鋤
、
馨
か
ら
匙
、
栖
杓
、
高
杯
、
椀

　
稽
等
。

　
㈹
骨
角
器
各
種
一
1
範
角
製
器
具
、
針
，
穿
孔
小
園
板
、
猪
矛
整
。

　
働
獣
骨
角
…
1
鹿
角
附
着
の
頭
骨
、
猪
爾
骨
等
。

　
㈹
椎
物
性
製
品
一
1
藤
の
軸
で
三
つ
穴
六
物
、
籠
、
樹
鞘
、
藁
難
。

㈹
貝
殻
類
1
一
飽
、
ア
カ
エ
シ
、
蛤
、
碍
蝋
嬢
Q

　
1
0
池
底
の
蔀
分
酌
に
ぱ
後
世
の
混
入
ら
し
い
試
片
下
駄
な
ど
若
干
。
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三
っ
て
最
後
の
問
題
と
し
て
之
が
埋
浸
の
時
期
が
直
接
に
は
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