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川
原
寺
、
ま
た
よ
ん
で
弘
福
等
、
大
和
飛
鳥
の
地
を
巡
ら
れ
た
方
々
に
は
説

明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
飛
鳥
寺
肚
安
居
院
を
幽
て
甚
し
、
岡
寺
や
石
舞
台

を
見
学
し
た
の
ち
、
帰
路
天
武
・
持
統
合
葬
陵
な
ど
を
訪
れ
る
べ
く
、
岡
の
部

落
か
ら
西
に
向
う
察
道
を
歩
み
出
し
て
す
ぐ
、
左
手
一
段
高
く
白
壁
に
囲
ま
れ

て
あ
る
の
が
橘
寺
。
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
道
を
は
さ
ん
で
右
手
対
称
的
な
位
置
に
、

う
し
ろ
に
小
高
い
丘
を
ひ
か
え
、
田
の
中
に
爾
面
し
て
あ
る
の
が
川
原
寺
。
そ

の
す
ぐ
東
を
飛
鳥
川
が
流
れ
て
い
る
。
今
は
創
建
時
の
建
築
や
仏
像
は
何
一
つ

遺
っ
て
い
な
い
さ
さ
や
か
な
小
寺
院
で
、
た
だ
本
堂
前
の
庭
内
処
々
に
い
わ
ゆ

る
薦
璃
（
大
理
石
）
の
立
派
な
礎
石
が
露
出
し
、
ま
た
門
外
に
そ
れ
と
知
ら
れ

る
石
標
の
立
つ
塔
祉
土
壇
の
望
ま
れ
る
の
が
、
僅
か
に
こ
の
寺
の
大
寺
で
あ
っ

た
往
時
の
面
影
を
偲
ば
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
日
本
書
紀
や
続
田
本

紀
に
は
、
天
武
朝
以
後
し
ば
し
ば
そ
の
名
が
み
え
、
平
城
遷
都
以
前
は
飛
鳥
寺

や
大
官
大
寺
な
ど
と
並
ん
で
、
つ
ね
に
大
腿
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
し
、

ま
た
和
銅
二
年
の
弘
福
寿
領
田
畠
流
記
帳
以
下
奈
良
・
平
安
時
代
の
寺
領
関
係

文
書
も
若
干
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
と
に
天
平
七
年
弘
福
寺
領
讃
岐
国
山
田
郡

田
図
は
現
存
最
古
の
田
図
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
古
代
史

を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
な
じ
み
深
い
寺
院
で
あ
る
。

　
寺
域
は
大
正
十
三
年
以
来
史
跡
に
指
定
さ
れ
今
田
に
至
っ
た
が
、
こ
ん
ど
農

林
省
に
よ
っ
て
大
和
平
野
灌
概
導
水
路
工
事
が
立
案
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

当
初
の
群
画
に
よ
る
と
そ
の
一
幹
線
が
右
の
史
跡
指
定
地
内
を
通
過
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
文
化
財
保
護
委
員
会
は
遺
跡
保
存
の
た
め
事
前
に
寺
域
の

充
分
な
調
査
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
認
め
、
同
種
の
目
酌
を
も
つ
た
さ
き
の
飛

鳥
寺
発
掘
調
査
に
引
き
つ
づ
い
て
奈
良
国
立
交
化
財
研
究
所
が
事
業
を
担
当
す

る
こ
と
と
な
り
、
田
沢
坦
所
長
の
も
と
に
そ
の
建
造
物
研
究
室
（
森
蔽
・
浅
野

清
・
杉
山
信
三
・
鈴
木
蕪
吉
・
工
藤
壼
章
の
諸
氏
）
と
歴
史
研
究
室
（
坪
井
清

足
・
金
関
恕
・
田
中
琢
の
諸
氏
）
が
主
体
と
な
っ
て
、
昭
和
滑
二
・
珊
三
両

年
度
に
前
後
三
回
、
延
べ
約
一
七
〇
日
曝
に
わ
た
っ
て
伽
藍
主
要
部
の
全
面
的

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
発
掘
は
建
築
プ
ラ
ン
を
割
出
し
て
重
点
的
局
部
的
に

行
う
坪
掘
り
調
査
と
は
異
り
、
能
う
限
り
伽
藍
の
全
域
を
全
面
的
…
徹
底
的
に
精

査
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
最
近
の
寺
院
肚
の
発
掘
で
は
、
同

じ
よ
う
な
発
掘
方
法
を
と
っ
て
多
大
の
成
果
を
収
め
た
前
記
飛
鳥
寺
の
調
査
と

な
ら
ぶ
大
規
模
な
も
の
と
し
て
、
学
界
か
ら
深
い
関
心
と
大
き
な
期
待
を
持
た

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
果
し
て
そ
の
結
果
は
予
期
に
違
わ
ず
極
め
て
貴
重
な
数

多
く
の
収
穫
を
斯
界
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
本
書
は
そ
の
発
掘
調
査
の

報
告
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
締
き
、
ま
た
そ
れ

に
従
っ
て
以
下
調
査
の
大
要
と
成
果
の
要
点
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
に
先
立
っ

て
、
ま
ず
調
査
を
担
当
さ
れ
た
奈
良
文
化
財
研
究
所
を
主
体
と
す
る
調
査
員
の

方
々
に
敬
意
を
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
川
原
寺
の
発
掘
調
査
に
は
前
述
の

よ
う
な
発
掘
方
法
が
と
ら
れ
、
調
査
地
域
も
か
な
り
広
範
囲
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
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評

調
査
そ
の
も
の
に
は
高
度
の
精
密
さ
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
調
査
要

員
と
経
費
は
決
し
て
充
分
で
露
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
種
遺
跡

の
発
掘
に
は
し
ば
し
ば
の
こ
と
で
あ
る
と
は
云
い
な
が
．
ら
、
本
遣
跡
に
お
い
て

も
発
掘
予
定
地
は
水
田
が
大
部
分
を
占
め
た
た
め
、
第
一
次
・
第
三
次
調
査
に

は
い
ず
れ
も
農
閑
期
が
充
て
ら
れ
、
厳
寒
時
が
調
査
の
主
要
期
闘
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
今
回
の
調
査
は
そ
れ
自
体
は
純
粋
に
学
術
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

行
政
的
要
請
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
文
献
史
料
を
取
扱
う
デ
ス
ク

ワ
ー
ク
と
は
異
り
、
±
地
所
有
者
と
の
折
衝
な
ど
恐
ら
く
学
問
駒
技
術
的
以
外

の
問
題
に
多
く
の
困
難
や
障
害
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も

敢
然
と
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
所
期
の
目
的
が
遂
行
さ
れ
、
輝
や
か
し
い
成
果

が
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
に
調
査
狙
当
者
の
学
問
的
情
熱
と
誠
意
の
然
ら
し
む

．
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
土
を
運
び
鍬
を
振
っ
て
作
業
に
当
ら
れ
た
人

々
の
労
苦
や
、
地
元
村
民
の
方
々
の
協
力
と
理
解
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
も
本
書
か
ら
そ
の
貴
重
な
成
采
を
読
み
取
る
と
き
に
、

そ
の
影
に
多
く
の
人
々
の
地
味
な
努
力
と
多
大
の
犠
牲
の
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
想
い
を
致
し
、
深
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

二

　
さ
て
本
報
告
書
は
大
別
し
て
本
文
と
図
面
・
図
版
の
二
部
か
ら
な
り
、
本
文

は
六
二
頁
、
図
面
は
一
七
葉
、
図
版
写
真
は
五
八
頁
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
主

体
を
な
す
本
文
は
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
は
じ
め
に
調
査
の
密
書
な
ど
概
要
を

述
べ
、
次
章
で
川
原
等
の
沿
革
を
従
来
の
諸
研
究
を
整
理
紹
介
し
な
が
ら
主
と

し
て
文
献
史
料
の
側
か
ら
要
説
、
つ
ぎ
に
調
査
経
過
と
調
査
日
誌
を
写
し
、
さ

ら
に
二
章
を
設
け
て
発
掘
遺
跡
と
田
土
遺
物
の
一
々
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
説

明
し
た
の
ち
、
歳
後
の
章
で
今
國
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
諸
事
実
に

対
す
る
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
　
（
一
）
遺
跡
の
建
築
的
考
察
、
　
（
二
）
伽

藍
配
…
置
、
　
（
三
）
寺
地
と
条
里
、
　
（
四
）
結
語
と
い
5
の
が
そ
の
第
六
章
の
構

成
で
あ
る
が
、
と
く
に
（
四
）
に
お
い
て
は
発
掘
結
果
の
ま
と
め
と
し
て
、
ω

川
原
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
か
な
り
限
定
さ
れ
た
吟
期
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
②
新
し
い
伽
藍
配
置
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
建
築

遺
構
や
出
土
遺
物
の
も
つ
特
色
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
、
㈲
建
久
二
年
の
川

原
寺
焼
亡
と
鎌
倉
中
期
の
再
建
、
さ
ら
に
室
町
末
期
の
再
度
の
焼
亡
へ
の
過
程

が
遺
跡
に
つ
い
て
実
証
さ
れ
た
こ
と
、
ω
眉
原
専
創
建
以
前
の
遺
構
が
検
鐵
さ

れ
た
こ
と
、
㈲
岡
臨
に
附
随
し
て
行
わ
れ
た
橘
磁
北
門
の
調
査
に
よ
り
、
橘
寺

寺
域
の
北
限
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
川
原
・
寺
造
営
や
条
里
制
施
行
と
の
関
連

に
つ
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
、
の
五
点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
私
に
課

せ
ら
れ
た
役
隈
は
以
上
の
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
、
し
か
も
要
を
得
て
紹
介
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
調
査
を
担
当
し
ま
た
本
報
告
壁
口
を
執
筆
さ
れ
た
方

々
の
よ
う
に
建
築
学
や
考
古
学
を
専
攻
す
る
者
で
な
く
、
そ
の
方
面
の
知
識
に

は
極
め
て
乏
し
い
か
ら
、
貴
重
な
成
果
の
全
貌
を
誤
り
な
く
読
者
に
伝
え
る
趨

信
は
な
い
。
た
だ
私
は
幸
い
大
和
に
住
み
、
古
代
史
を
学
ぶ
一
人
と
し
て
調
査

に
は
日
ご
ろ
関
心
を
も
つ
て
い
た
の
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に
発
掘
現
．
場
を
訪
れ
、

実
地
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
受
け
た
こ
と
も
再
三
な
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
の
点

甚
だ
恵
ま
れ
た
一
人
と
し
て
あ
る
種
の
責
務
を
感
じ
る
し
、
ま
た
い
ま
報
告
書

を
手
に
し
て
読
了
す
る
と
ぎ
、
い
わ
ば
門
外
漢
の
私
が
、
私
な
り
の
観
点
か
ら

問
題
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
も
、
何
か
に
役
立
つ
か
と
考
え
、
筆
を
執
る
こ
と

と
し
た
次
第
で
あ
る
。
従
っ
て
以
下
甚
だ
恣
意
的
な
叙
述
と
な
る
と
思
う
が
寛

恕
せ
ら
れ
た
い
。
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三

　
州
原
寺
遺
跡
は
早
く
大
正
六
年
に
回
廊
・
南
大
門
な
ど
の
礎
石
多
数
が
土
地

所
有
者
の
手
に
よ
り
発
掘
さ
れ
、
つ
い
で
史
跡
指
定
後
大
正
十
二
年
に
は
上
田

猛
平
氏
に
よ
っ
て
金
堂
・
塔
土
壇
の
実
測
と
、
さ
き
に
出
土
し
た
礎
石
群
確
認

の
た
め
一
部
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
今
回
の
調
査
は
ま
ず
そ
れ
ら
の
結
果

を
手
が
か
り
に
始
め
ら
れ
た
が
、
爾
大
門
・
申
門
・
回
廊
・
金
堂
（
中
金
霊
）

が
確
認
さ
れ
、
金
堂
の
有
名
な
珊
畷
礎
石
は
全
昔
八
個
が
完
存
し
て
い
る
こ
と

が
判
明
、
ま
た
金
堂
と
中
門
を
結
ぶ
回
廊
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
中
庭
に
は
、
東

に
塔
、
西
に
こ
れ
と
向
き
合
っ
て
建
つ
南
北
に
長
い
仏
殿
（
西
金
堂
）
の
存
在

す
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
西
金
堂
は
さ
き
に
上
田
氏
に
よ
っ
て
一
部
発
晃
さ

回
　
　
廊

僧　　　　　　　　　　僧

[　　　　　　　　　　房

口 魯
・斡

回
醗

西渡廊

　　回

廊

中門

れ
た
石
敷
を
追
究
し
て
基
壇
四
周
が
明
ら
か
と
な
り
、
塔
肚
で
は
秘
建
時
の
心

礎
も
発
見
さ
れ
た
。
中
金
堂
北
方
の
講
堂
祉
は
上
部
が
完
全
に
剛
平
さ
れ
て
い

た
が
、
掘
込
み
の
麺
か
た
め
土
層
を
判
別
し
て
そ
の
位
羅
が
決
定
さ
れ
、
さ
ら

に
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
三
面
僧
房
の
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
、
こ
と
に

西
僧
房
は
よ
く
残
存
し
部
屋
割
も
知
ら
れ
た
。
そ
の
他
國
廊
西
北
隅
に
渡
廊
の

附
属
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
そ
の
西
方
に
さ
ら
に
建
物
の
あ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
講
室
北
方
に
も
建
物
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
南

大
門
の
爾
に
参
道
、
そ
れ
を
た
ど
っ
て
橘
豊
北
門
と
築
地
が
発
掘
さ
れ
、
橘
寺

寺
域
の
北
限
が
確
か
め
ら
れ
た
。
上
閣
は
以
上
の
よ
う
な
発
掘
に
よ
っ
て
推
定

復
原
さ
れ
た
伽
藍
配
羅
図
（
挿
図
三
二
よ
り
転
載
、
二
千
分
の
一
）
で
あ
る
が
、

も
う
一
つ
重
要
な
発
見
は
西
金
賞
基
壇
の
下
部
か
ら
川
原
毒
創
建
以
前
の
施
設

　
　
　
　
　
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
そ
こ
で
ま
ず
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
川
原
寺
の
創
建
年
代
の

　
　
　
　
　
問
題
か
ら
述
べ
よ
う
。
当
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
は
第
一
一
章

　　　　　　南大門

二
二
で
要
説
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
か
っ

た
。
　
日
本
書
紀
で
最
初
に
川
原
寺
の
寺
名
の
見
え
る
の
は
孝
徳

天
皇
白
雑
四
年
六
月
の
妥
法
師
死
去
に
関
す
る
記
事
の
中
で
あ
っ

て
、

天
皇
（
孝
徳
）
銅
釧
法
師
命
墾
而
津
使
弔
弁
多
日
贈
、
皇
鑑

燕
騒
脚
陶
）
及
皇
李
（
喚
大
兄
、
の
ち
の
．
天
智
）
等
目
遣
・
使
弔
隻
法
師
墾

　
遂
為
繍
法
師
一
命
二
醒
工
狛
堅
瞳
子
麻
呂
・
鱒
魚
戸
直
等
袖
多
造
昌

仏
菩
薩
攣
安
正
訓
撚
援
軍
黙
在
・

と
あ
り
、
つ
ぎ
は
天
武
二
年
紀
に
、
天
皇
が
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
、

飛
鳥
浄
御
原
富
に
即
位
し
た
直
後
の
～
二
月
の
こ
と
と
し
て
、
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襲｝

　
是
月
寒
晶
書
生
一
再
写
昌
｝
切
置
目
用
原
寺
一

と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
天
武
十
四
年
の
用
原
寺
行
幸
以
後
は
頻
m
し
、

と
く
に
天
武
の
深
い
帰
依
と
厚
い
疵
護
を
受
け
た
こ
と
が
書
紀
の
記
載
か
ら
読

み
と
れ
る
。
以
上
の
下
職
の
記
事
の
う
ち
天
武
二
年
以
後
は
ま
ず
疑
い
な
い
で

あ
ろ
う
か
ら
、
川
原
寺
創
建
年
代
の
下
限
は
い
ち
お
う
こ
こ
に
置
か
れ
る
が
、

白
雑
四
年
の
記
事
は
、
或
本
云
の
異
説
の
あ
る
こ
と
か
ら
必
ず
し
も
認
め
る
必

要
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
仏
菩
薩
像
の
川
原
寺
安
麗
な
認
め
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
由
難
四
年
以
後
、
む
し
ろ
発
願
岩
の
斉
明
・
天
智
の
治
世
と
考
・
兄
て
こ
の

記
事
を
生
か
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ
る
が
、
斯
原
寺
斜
建
が
論
客
四
年
掛

で
遡
り
え
な
い
と
い
う
考
え
に
は
鯛
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
川
原
宮
と
の
関

係
で
あ
る
。
川
原
宮
は
斉
明
天
皇
が
即
位
元
年
白
板
蓋
宮
火
災
の
た
め
一
遇
遷

っ
た
密
で
、
翌
年
に
は
後
飛
鳥
岡
本
宮
が
造
懲
さ
れ
た
と
伝
え
る
か
ら
、
一
年

足
ら
ず
の
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
さ
き
乱
雑
四
・

五
年
に
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
が
皇
祖
驚
尊
ら
を
率
い
て
難
波
京
か
ら
遷
っ
た
と

い
う
飛
鳥
河
辺
行
宮
も
そ
の
前
身
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
門
川
原
扁
の
字
の
共
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
川
原
宮
が
川
原
寺

と
な
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
念
書
扶
桑
略
記
に
も

そ
の
よ
5
な
無
え
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
説
に
よ
る
と
川
原
寺
の
創
建
は
斉
明

朝
、
あ
る
い
は
天
智
朝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
斉
明
七
年
十
一
月
紀
に

は
斉
明
崩
御
の
と
き
「
飛
鳥
川
原
」
に
残
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
同
所
と

す
れ
ば
、
川
原
寺
の
建
立
は
そ
れ
以
後
、
天
武
二
年
以
前
の
十
三
年
置
に
一
応

限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
は
文
献
史
料
よ
り
す
る
創
建
論
で
、
す
で
に
福
山
密
男
博
士
ら
に
よ
っ

て
も
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
（
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
）
、
　
今
回
の
調
査
結
果

も
右
の
推
論
を
ほ
ぼ
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
従
来
史
料

的
に
は
川
原
窟
↓
川
原
弄
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
ん
ど
の
発
掘
に
よ
っ
て
薩
金
堂
や
中
門
遣
跡
の
下
心
か
ら
川
原
寺
創
建
以
前

と
断
定
さ
れ
る
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
説
を
強
化
す
る
上
で
大
き

な
収
穫
で
あ
っ
た
。
そ
の
遺
構
と
は
周
壁
を
玉
石
で
積
み
、
上
部
に
大
き
め
の

石
を
並
べ
て
蓋
と
し
た
内
径
一
・
五
尺
ほ
ど
の
暗
渠
で
、
ほ
ぼ
二
〇
尺
お
き
に

マ
ン
ボ
…
ル
状
の
槻
渠
部
分
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
溝
底
か
ら
は
木
製
の
下
駄

・
櫛
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
。
西
金
堂
や
中
門
は
そ
れ
を
破
壊
し
て
建
て
ら
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、
こ
の
暗
…
渠
は
絹
原
寺
飼
建
以
前
の
遺
構
と
推
定
さ
れ

た
。
し
か
も
伽
藍
敷
地
全
面
に
わ
た
り
池
か
沼
を
埋
立
て
た
根
跡
が
あ
り
、
ま

た
そ
こ
か
ら
の
出
土
土
器
は
様
式
的
に
七
世
紀
前
半
を
遡
り
え
な
い
と
い
う
。

埋
立
の
問
題
は
こ
の
排
水
溝
と
も
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
れ

ら
の
点
か
ら
、
川
原
寺
創
建
以
前
に
恐
ら
く
建
築
工
事
を
伴
っ
た
大
規
撲
な
土

木
工
纂
が
こ
の
地
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
川
原
宮
造
鴬
と
想

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
創
建
前
遺
構
の
発
掘
は
召
次
酌
な
も
の
と
な
っ
た

た
め
、
建
築
遺
構
な
ど
も
発
見
さ
れ
ず
、
埋
立
て
の
時
期
や
状
態
な
ど
に
も
な

お
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
川
原
宮
遺
構
と
結
論
す

る
に
は
な
お
時
臼
を
要
す
る
と
思
5
が
、
こ
の
地
と
飛
鳥
用
を
は
さ
ん
で
位
乱

す
る
板
蓋
宮
伝
承
地
の
調
査
も
一
部
始
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
付
近
飛
烏

地
方
宮
漏
の
研
究
寮
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
次
第
に
確
か
め
ら
れ
て
来
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
今
圓
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
川
原
寺
の
秘
建
が
片
明

・
天
智
朝
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
実
証
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
大
化
以
後
天
三
朝
ま

で
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
時
期
の
忠
実
的
考
察
の
上
か
ら

も
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
事
書
瓦
の
詳
紐
な
調
寳
に
よ
っ
て
、
川
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振
寺
鮒
建
期
は
難
業
八
人
鋸
歯
文
縁
軽
丸
瓦
と
四
重
弧
文
軒
平
瓦
が
一
組
を
な

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
と
く
に
軒
丸
瓦
の
後
弁
難
華
文
は
、

飛
鳥
時
代
の
単
弁
蓬
華
文
と
は
全
く
系
統
を
異
に
す
る
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、

そ
の
最
も
古
い
確
実
な
例
が
こ
の
川
原
寺
で
え
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
も
こ
の

よ
う
な
瓦
当
路
様
式
の
変
化
を
も
し
云
わ
れ
る
よ
う
に
大
化
改
新
以
後
の
初
許

文
化
の
八
入
と
結
び
つ
け
て
説
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
別
に
検
討

さ
れ
た
磨
尺
使
用
の
問
題
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
は
単
に
建
築
技
術
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
大
化
以
後
と
く
に
し
ば
ら
く
頻
繁
で
あ
っ
た
遣
鷹
使
の
往
来
と
に

ら
み
合
わ
せ
、
や
は
り
広
く
当
時
の
日
本
へ
の
麟
文
化
移
植
の
速
度
を
は
か
る

一
つ
の
尺
度
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

四

　
つ
ぎ
は
や
は
り
そ
の
特
色
あ
る
伽
藍
配
澱
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
飛
鳥

寺
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
中
門
と
回
廊
で
闘
ま
れ
た
内
庭
に
、
塔
を
中
心
と
し
て

そ
の
東
西
と
北
の
三
方
に
仏
殿
が
あ
る
と
い
う
従
来
予
想
だ
も
さ
れ
な
か
っ
た

わ
が
国
最
初
の
伽
藍
配
置
が
発
見
さ
れ
、
大
い
に
学
界
の
注
目
を
あ
び
た
が
、

今
・
圓
の
川
原
寺
調
査
で
は
、
い
わ
ば
飛
鳥
寺
様
式
か
ら
東
の
仏
殿
を
取
除
い
た

よ
う
な
、
中
金
堂
の
前
遜
に
塔
と
西
金
堂
が
対
置
す
る
新
し
い
プ
ラ
ン
の
存
在

が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
塔
に
向
い
合
う
南
北
に
長
い
東
爾
の
建
物
の
存

在
は
、
す
で
に
福
山
博
士
が
上
田
氏
発
見
の
石
敷
か
ら
推
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
（
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
）
、
こ
の
た
び
の
伽
藍
の
広
域
な
発
掘
に
よ

っ
て
他
の
建
物
と
の
相
互
関
係
も
明
ら
か
と
な
り
、
明
確
に
一
．
つ
の
新
し
い
伽

藍
配
慮
の
様
式
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
次
調
査
の
最
大
の
収
穫
で
あ

ろ
う
。
す
で
に
飛
鳥
寺
式
の
発
見
に
よ
っ
て
、
従
来
砥
と
ん
ど
通
説
の
ご
と
く

み
な
さ
れ
て
い
た
四
天
王
等
式
…
↓
法
隆
毒
式
（
法
起
寺
式
）
一
↓
薬
掲
載
式
と

い
う
伽
藍
叢
叢
発
展
の
公
式
が
、
各
々
院
試
の
伽
藍
配
綴
の
再
検
討
と
と
も
に

強
く
再
考
を
迫
ら
て
来
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
ま

た
考
察
の
新
資
料
を
一
つ
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
太
・
書
で
は
こ
の
問
題
に
は
深

く
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
す
で
に
村
田
治
郎
博
士
な
ど
か
ら
新
し
い
考
え
が
提
起

さ
れ
て
お
り
（
「
初
咲
伽
藍
配
置
の
展
開
過
程
」
　
（
『
史
泌
と
美
術
』
三
〇
ノ

七
）
）
、
今
後
こ
の
分
野
で
の
論
争
を
よ
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
伽
藍
配
置

様
式
論
は
四
天
王
寺
や
飛
鳥
寺
の
先
躇
を
百
済
や
高
句
麗
に
求
め
、
以
後
の
様

式
は
そ
の
日
本
的
展
開
と
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
が
、
川
原
寺
の
よ
う
な

場
合
は
中
国
の
影
響
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
塔
と
金
裳
が
対
置
す
る
配
鐙
様
式
と
し
て
は
近
江
票
福
寺
や
筑
紫
観
世
音

寿
の
例
が
あ
げ
ら
れ
、
川
原
寺
と
の
岡
時
代
類
同
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
崇
福
寺
は
山
聞
の
地
形
に
極
度
に
制
約
さ
れ
た
や
や
特
殊
な
例
で

あ
り
、
観
世
音
寺
は
従
来
の
調
査
で
は
川
原
寺
中
金
堂
の
警
守
に
講
堂
が
あ
る

か
ら
、
類
同
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
川
原
寺
伽
藍
配
澱
は
そ
れ
と
し
て
充
分
そ
の

意
味
が
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
、
や

は
り
西
金
堂
（
飛
鳥
寺
の
東
築
金
堂
を
含
め
て
、
金
堂
之
よ
ぶ
の
は
あ
く
ま
で

仮
称
で
、
仏
殿
と
い
う
に
止
む
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
）
で
、
そ
の
基
壇
周
辺
の

石
敷
の
形
状
も
中
金
堂
や
塔
と
異
る
特
殊
な
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
か
つ
西
金

堂
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
礎
石
も
珍
し
い
形
式
で
あ
る
と
い
う
が
、
飛
鳥

寺
東
西
金
堂
で
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
ら
し
い
。
飛
鳥
寺
の
場
合
も

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
川
原
寺
酒
金
堂
も
基
壇
上
部
は
破
壊
さ
れ
て
い
て
、
礎
石
‘

の
配
列
状
態
な
ど
全
然
判
ら
な
い
の
は
誠
に
遺
二
陣
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
建

物
の
性
格
用
途
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
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嗣
じ
建
築
遺
構
に
関
し
て
は
講
堂
を
囲
む
三
面
僧
房
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

り
、
僧
房
の
現
在
知
ら
れ
る
最
古
の
例
が
え
ら
れ
た
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
川
原
寺
の
僧
勢
は
西
僧
房
の
遺
構
が
か
な
り
よ
く
遺
存
し
て
い
た

の
で
、
そ
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
梁
間
四
間
の
う
ち
、
前
面
一

間
を
吹
放
し
て
通
路
と
し
、
残
り
三
間
を
居
間
と
す
る
が
、
桁
行
は
二
間
と
三

闘
の
二
種
に
煎
り
つ
け
、
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
中
央
に
三
間
×
三
問
の
大
部
屋
、
そ

の
両
脇
に
三
巴
X
二
闘
の
小
部
屋
を
と
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、
こ
の
組
合
せ

が
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
僧
房
の
研
究
は
昭
和
廿
四
年
石
田
茂
作
博

士
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
東
大
等
や
、
最
近
の
解
体
修
理
を
機
会
に
同
じ
奈
良

文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
詳
し
い
調
査
の
行
わ
れ
た
元
興
寺
極
楽
坊
（
「
奈
良
時

代
僧
房
の
研
究
」
　
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
』
四
）
）
な
ど
に
よ
り
大

い
に
進
ん
だ
が
、
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
も
後
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
川
原
寺
の

場
合
は
飼
建
当
初
か
ら
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
り
、

小
子
房
の
存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
僧
房
ら
し
き
も
の
の
史
料
は
書
紀
に
は

夏
法
師
房
」
（
白
雛
照
・
五
）
や
「
橘
専
尼
房
失
火
、
以
焚
・
＋
房
こ
（
議
九
）
な
ど

早
く
見
え
る
が
、
川
原
寺
の
例
に
よ
っ
て
そ
の
こ
ろ
の
寺
院
に
お
け
み
僧
侶
の

居
住
を
具
体
的
に
知
る
畳
厭
な
一
資
料
が
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

五

　
さ
ら
に
今
度
の
調
査
で
注
淫
す
べ
き
こ
と
は
、
寺
地
と
条
里
の
問
題
が
具
体

酌
に
考
究
さ
れ
、
こ
の
地
域
の
条
里
制
施
行
に
つ
い
て
も
若
干
の
資
料
が
え
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
5
に
橘
専
の
北
門
と
築
地
が
発
掘
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
橘
寺
磁
器
の
北
限
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ

の
北
門
が
川
原
寺
伽
藍
中
軸
線
に
ほ
ぼ
心
を
合
わ
せ
て
建
っ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
そ
の
方
位
お
よ
び
築
地
の
東
西
線
は
正
し
く
東
西
南
北
を
指
し
て
い
て
、
さ

き
に
石
田
博
士
ら
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
橘
襟
伽
藍
の
中
軸
線
方
位
と
異
る
こ

と
が
示
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
築
地
の
北
に
沿
っ
て
康
西
に
古
道
の
走
っ
て
い
た

こ
と
が
現
在
の
水
田
地
形
か
ら
推
定
さ
れ
た
。
ま
た
別
に
寛
弘
三
年
弘
禰
等
牒

以
下
川
原
寺
の
所
領
に
関
す
る
交
書
が
遺
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
み
え
る
高
詳

聞
策
指
条
三
里
（
他
に
同
条
四
里
の
一
坪
と
廿
八
条
一
里
に
若
干
）
の
寺
辺
所

領
の
坪
付
を
現
在
の
地
形
に
あ
て
は
め
、
ま
た
現
存
小
字
名
が
検
討
さ
れ
た
結

果
、
そ
の
橘
寺
北
限
の
築
地
の
線
が
東
舞
条
の
南
限
に
当
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
を
材
料
に
こ
の
地
域
の
条
里
の
現
地
に
即
し
て
の
復
原
や
、
寺

．地

ﾆ
条
里
の
関
係
、
条
里
制
施
行
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
種
々
の
考
察
が
茄
え

ら
れ
た
。
従
前
の
こ
の
種
遣
跡
で
は
あ
ま
り
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
調
査
で
あ
る

が
、
近
時
発
達
し
た
条
里
制
研
究
の
要
講
に
応
じ
た
適
切
な
研
究
と
し
て
大
い

に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
と
に
条
里
制
の
問
題
を
隅
研
究
所

が
さ
き
に
航
空
写
真
を
も
と
に
作
製
し
た
正
確
な
千
分
の
一
地
図
に
よ
っ
て
で

き
る
だ
け
精
密
に
考
え
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
未
開
拓
の
分
野
だ
け
に
明
確

な
結
論
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
の
あ
る
べ
き
方
向

を
示
し
た
も
の
と
し
て
糎
め
て
有
意
義
で
あ
る
と
思
う
。
従
来
の
研
究
の
多
く

は
二
万
五
千
分
の
一
地
閣
を
基
礎
に
復
原
す
る
の
が
精
々
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

で
は
本
当
は
条
里
制
の
具
体
的
施
行
解
明
な
ど
、
土
地
に
つ
い
て
の
精
密
な
考

察
を
要
す
る
問
題
は
、
研
究
が
進
め
ら
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

こ
ん
ど
の
調
査
は
条
里
制
研
究
史
の
上
で
も
雷
同
す
べ
き
も
の
と
な
ろ
う
。

　
考
察
の
詳
細
を
転
え
る
余
裕
は
す
で
に
な
い
が
、
若
干
気
付
い
た
点
を
記
し

て
お
こ
、
）
。
本
甲
で
は
付
近
条
黒
の
復
原
に
お
い
て
、
南
北
に
お
い
て
は
三
六

〇
尺
の
整
数
倍
の
寸
法
が
み
ら
れ
る
の
に
麗
し
、
菓
西
方
向
に
は
三
六
〇
尺
の
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六
倍
＋
四
五
～
六
〇
尺
と
い
う
地
響
の
存
在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
い
わ

れ
、
ま
た
措
条
四
里
を
復
原
し
た
と
き
、
そ
れ
以
北
の
条
黒
と
は
南
北
に
お
い

て
約
三
六
〇
尺
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
や
は

り
川
原
寺
周
辺
条
黒
の
施
行
期
、
大
和
に
お
け
る
統
一
条
塁
の
実
施
と
深
く
か

か
わ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
そ
の
際
の
考
察
で
条
里
区
画
間
の
道
路
の

存
在
が
、
西
大
考
京
北
班
田
図
や
額
安
寺
班
田
図
の
様
式
を
参
考
に
問
題
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
田
図
に
関
す
る
限
り
そ
の
里
の
境
界
の
空

白
部
に
実
際
酌
な
意
味
を
も
た
せ
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
や
は
り
班

田
図
の
様
式
か
ら
来
た
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
拙
稿
「
班
田
図
と

条
黒
綱
」
　
（
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
叢
』
）
）
。
ま
た
寺
辺
条
里
の
施
行

期
の
問
題
は
、
川
原
寺
伽
藍
・
甲
軸
線
が
条
里
に
の
っ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
か

ら
、
．
一
応
そ
れ
以
後
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
局
は
北
門
お
よ
び
築
地
の
測
設
時

期
と
密
接
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
調
査
の
結
果
が
、
当
初
の
北
門

・
築
地
に
つ
い
て
大
体
奈
良
時
代
に
始
ま
り
平
安
末
期
ま
で
存
続
し
た
と
考
え

ら
れ
る
程
度
で
、
剣
設
期
を
確
定
す
る
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
の

は
残
念
で
あ
る
。
な
お
従
来
漠
然
と
飛
鳥
疇
代
の
石
造
品
と
考
え
ら
れ
て
い
た

亀
石
や
、
ま
た
弥
勒
石
に
つ
い
て
も
そ
の
意
義
が
考
え
ら
れ
、
当
初
の
位
置
や

性
質
は
判
ら
な
い
が
二
次
的
に
は
里
の
境
域
を
示
す
た
め
用
い
ら
れ
た
の
で
な

い
か
と
さ
れ
た
の
も
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
私
は
進
ん
で
額
安
寺
班

田
図
の
三
ケ
所
ほ
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
石
柱
と
同
様
、
む
し
ろ
寺
域
の
標
示
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

　
最
後
に
遺
物
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
塔
の
創
建
時
の
心
礎
近
く
か

ら
銀
銭
一
綱
が
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
綱
建
時
心
礎
に
は
舎
利
奉
安
の
設
備

は
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
は
じ
め
そ
の
礎
石
を
搬
入
す
る
た
め
掘
っ
た
穴
の
上
、

心
礎
と
圃
一
レ
ベ
ル
で
南
約
一
尺
の
位
麗
か
ら
、
中
央
に
小
さ
な
孔
の
あ
る
半

円
形
の
銀
銭
一
枚
が
金
銅
円
椒
二
枚
目
と
も
に
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
出
土
状
態

か
ら
そ
れ
は
擦
立
柱
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
儀
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と

推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
っ
て
崇
福
寺
心
礎
か
ら
舎
利
容
器
と
と
も
に

出
土
し
た
十
二
枚
の
銀
銭
と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。
創
建
晦
期
を
ほ
ぼ
同
じ

く
す
る
寺
院
の
、
し
か
も
同
様
心
礎
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
銀

燭
を
考
え
る
上
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
今
圓
の
場
合
は
半
円

形
に
タ
ガ
ネ
で
切
断
さ
れ
た
そ
の
半
片
で
あ
る
と
こ
ろ
に
何
か
問
題
が
あ
り
そ

う
で
あ
る
が
、
銀
銭
に
つ
い
て
は
単
な
る
宗
教
酌
儀
式
の
問
題
を
超
え
て
、
そ

の
こ
ろ
の
銀
盤
の
果
し
た
役
割
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

山一N

　
以
上
本
書
に
つ
い
て
全
く
私
の
観
点
か
ら
興
味
あ
る
問
題
点
を
列
増
し
て
み

た
。
従
っ
て
他
の
多
く
の
重
要
な
成
果
に
つ
い
て
述
べ
の
こ
し
て
い
る
。
ま
た

如
上
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
私
の
浅
学
か
ら
誤
読
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
融
着
に
は
直
接
本
書
に
接
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
お
願

い
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
際
ぜ
ひ
川
原
寺
に
先
行
し
て
行
わ
れ
た
飛
鳥
寺
の
発

掘
調
査
報
告
書
を
も
併
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勤
め
し
た
い
。
な
お
最
後
に
本
書

披
見
の
間
に
心
づ
い
た
二
、
三
の
点
を
記
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。
そ
の
一
は

本
雷
に
は
極
め
て
鮮
明
有
意
義
な
図
版
写
真
が
漁
戸
に
収
載
さ
れ
、
本
文
記
述

で
も
そ
れ
と
対
照
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
せ
っ
か
く
の
図
版
で
も

あ
る
か
ら
、
図
版
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
撮
影
地
域
と
か
そ
の
角
度
を
図
示
す

る
な
ど
、
総
じ
て
も
う
少
し
詳
し
い
説
明
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
と
よ
り
理
解
し

易
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
本
文
の
記
述
も
種
々
の
制
約
が
あ
ろ
う
が
、
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貴
重
な
発
掘
調
査
の
成
果
を
発
掘
に
た
ず
さ
わ
ら
な
か
っ
た
人
々
や
、
後
世
に

伝
え
る
と
い
う
意
味
で
、
で
ぎ
る
だ
け
詳
細
と
さ
れ
る
方
が
望
ま
し
い
の
で
な

か
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
出
土
瓦
に
つ
い
て
は
そ
の
す
べ
て
を
様
式
・
時
代
に
分

類
整
理
す
る
と
い
う
精
密
な
調
査
法
が
と
ら
れ
、
各
様
式
の
総
数
と
時
代
別
百

分
率
も
算
出
さ
れ
て
い
る
が
、
各
遺
構
別
の
状
態
も
で
き
れ
ば
知
り
た
い
。
例
、

え
ば
麿
平
瓦
・
鮮
丸
瓦
な
ど
は
時
代
ご
と
様
式
別
の
出
土
分
布
図
で
も
あ
れ
ば

と
思
う
の
は
門
外
漢
の
慾
隊
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
本
文
記
述
で
は
尺
と
メ

ー
ト
ル
が
部
分
に
よ
り
混
用
さ
れ
て
い
る
。
建
築
遣
構
な
ど
に
つ
い
て
は
尺
の

蓑
示
が
意
味
を
も
つ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
メ
ー
ト
ル
法
の
み
に
統
一
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
闇
も
う
少
し
両
者
の
用
法
に
統
一
を
は
か
る
こ
と
が
こ
の
種
報
告
書

一
般
に
つ
い
て
の
課
題
で
な
い
か
と
考
え
る
。
醗
を
得
て
蜀
を
望
む
の
言
と
な

っ
た
が
、
終
り
に
川
原
寺
に
引
き
つ
づ
く
平
城
宮
肚
の
発
掘
調
査
と
い
5
多
忙

さ
の
な
か
に
、
そ
の
成
果
を
早
く
も
公
刊
し
て
わ
れ
わ
れ
の
机
上
に
贈
ら
れ
た

関
係
者
の
方
々
の
努
力
に
も
う
一
度
敬
意
を
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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