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昭
和
3
2
年
度
よ
り
行
っ
て
い
る
川
�
寺
の
発
掘
調
査
は
、
予
期
以
上
の
成
果
を

お
さ
め
て
わ
が
国
上
代
寺
院
史
研
究
に
重
要
な
資
料
を
加
え
つ
つ
あ
る
が
、
先
の

第
一
次
及
び
第
二
次
調
査
に
引
き
続
い
て
、
昭
和
3
3
年
1
1
月
1
5
日
よ
り
昭
和
3
4
年

３
月
９
日
ま
で
、
約
百
日
を
費
し
て
第
三
次
調
査
巡
行
わ
れ
た
。
先
の
調
査
に
関

し
て
は
、
す
で
に
そ
の
概
要
を
5
8
年
度
年
報
に
簡
単
に
報
（
‥
し
た
が
、
更
に
そ
の

後
の
調
査
を
合
わ
せ
て
い
ず
れ
詳
細
な
報
告
書
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
。
出
土

遺
物
の
整
理
等
に
は
、
現
在
な
お
か
な
り
の
日
数
を
要
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
第

三
次
の
調
査
で
新
に
発
見
さ
れ
た
遺
構
を
主
と
し
て
記
し
、
今
回
の
調
査
の
概
要

を
報
告
す
る
。

　
先
の
第
一
次
及
び
第
二
次
調
査
に
よ
っ
て
南
大
門
、
巾
門
、
回
廊
、
巾
金
堂
、
東

塔
及
び
西
金
堂
等
の
遺
構
を
発
掘
し
、
南
門
よ
り
巾
金
堂
に
至
る
い
わ
ば
金
堂
院

と
で
も
い
う
べ
き
伽
藍
の
中
枢
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
（
第
３
図
）
。

そ
の
結
果
、
従
来
か
ら
も
一
部
で
は
推
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
金

堂
の
南
庭
の
東
に
塔
、
西
に
仏
殿
を
対
置
し
、
中
門
か
ら
発
し
た
回
廊
が
そ
れ
ら

を
取
囲
む
と
い
う
、
前
例
を
見
な
い
伽
藍
配
置
を
確
め
得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
義
は
誠
に
大
な
る
も
の
と
信
ず
る
。
Λ
’
回
は
そ
れ
に
引
き
続
き
そ
の
北
方
、
講

堂
院
に
当
る
附
近
を
主
と
し
て
調
査
し
、
講
堂
及
び
僧
房
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま

た
中
金
堂
両
脇
の
回
廊
及
び
そ
の
西
端
か
ら
西
へ
延
び
る
渡
廊
等
も
合
せ
て
調
査

し
た
。

　
　
　
　
　
一
　
講
　
　
　
堂

　
中
金
堂
の
北
4
8
m
（
１
５
８
.
　
７
Ｒ
）
に
東
西
4
1
m
（
１
３
５
.
５
Ｒ
）
、
南
北
1
6
m
（
５
２
.
７

Ｒ
）
の
基
壇
地
か
た
め
を
も
つ
講
堂
が
存
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
講
堂
の
上

　
　
　
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

部
は
完
全
に
削

平
さ
れ
て
（
第

２
図
）
地
上
に

は
全
く
何
等
の

遺
構
を
残
さ
な

い
ま
で
に
な
っ

て
い
た
が
、
こ

こ
で
も
第
一
、

二
次
の
調
査
で

判
明
し
た
伽
藍

南
半
同
様
の
埋

立
だ
土
の
上
に

遺
構
が
造
営
さ

れ
て
い
た
。
基

壇
地
か
た
め
は
、

前
記
の
寸
法
で

こ
の
盛
土
上
面

第２図　講　堂　全　景（北より）

を
深
さ
約
0
.
5
m
ほ
ど
掘
り
、
こ
れ
に
径
3
0
～
4
0
m
の
玉
石
を
敷
き
っ
め
た
も
の
で
、

こ
の
上
に
厚
さ
３
ｍ
ほ
ど
に
叩
き
固
め
た
土
層
が
1
5
層
く
ら
い
み
ら
れ
た
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
基
壇
構
築
の
た
め
の
築
土
層
で
、
第
二
次
調
査
の
時
の
塔
址
の
例

や
西
大
寺
東
西
両
塔
な
ど
と
同
様
の
手
法
を
示
し
て
い
る
。

　
講
堂
周
辺
の
破
壊
は
予
期
以
上
は
げ
し
い
も
の
で
あ
っ
で
、
西
方
は
沼
、
南
、

東
、
北
の
三
方
は
幅
３
ｍ
に
お
よ
ぶ
濠
か
掘
替
さ
れ
て
い
た
。
わ
ず
か
に
北
辺
の

Ｊ
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二
　
北
回
廊
　
４

　
中
門
よ
り
発

し
た
回
廊
が
塔

・
西
金
堂
の
外

周
を
続
っ
て
さ

ら
に
北
に
行
く

も
の
か
、
あ
る

い
は
中
金
堂
に

取
付
く
の
か
の

究
明
も
、
今
回

の
調
査
の
目
的

の
一
つ
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め

中
金
堂
の
東
西

両
側
で
回
廊
の

有
無
を
調
査
し
、

こ
れ
が
中
金
堂

の
南
第
一
間
に

取
付
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
東
側
に
現
在
の
地
形
が
二
段
低
く
な
つ
て
い

る
の
で
当
初
よ
り
遺
構
の
残
存
が
あ
や
ふ
ま
れ
た
が
、
幸
い
に
も
内
溝
の
底
石
と
、

礎
石
抜
取
痕
跡
を
か
ろ
う
じ
て
検
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
西
半
部
に
つ
い
て
は
第
二
仄
調
査
の
際
に
判
明
し
た
西
回
廊
に
北
接
す
る
部
分

　
　
　
北
方
建
物

　
　
　
　
　
　
・
・
●
●

　
　
　
　
　
　
・
・
・
●

　
　
　
　
　
　
●
参
●
Ｉ

回
�
】

●
●

二
部
に
講
堂
所
用
の
瓦
と
思
え
る
も
の
の
堆
積
が
発
見
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
に
は
、
南
中
央
正
面
に
掘
立
柱
に
仕
合
せ
た
花
田
岩
製
の
唐
居
敷
が
見

出
さ
れ
た
。
こ
れ
と
て
講
堂
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。



を
発
掘
し
西
回
廊
が
東
折
す
る
こ
と
を
発
見
、
さ
ら
に
北
回
廊
西
半
部
西
端
で
３

柱
間
を
出
す
こ
と
が
出
来
た
（
第
４
図
）
。
こ
の
部
分
の
保
存
状
態
は
西
回
廊
同
様

き
わ
め
て
良
好
で
あ
っ
て
、
そ
の
南
辺
に
は
凝
灰
岩
の
切
石
を
用
い
た
基
壇
と
玉

石
を
敷
き
並
べ
た
雨
落
溝
が
良
く
残
り
、
北
辺
も
凝
灰
岩
切
石
を
用
い
た
基
壇
が

み
ら
れ
た
。
北
西
の
隅
の
間
は
唐
居
敷
の
石
が
あ
っ
て
、
北
に
向
っ
て
ひ
ら
く
扉

が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。
南
辺
の
雨
落
溝
は
幅
1
.
2
m
（
3
.
8
尺
）
で
、
西
回
廊
東
辺

の
溝
巾
が
0
.
9
m
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
広
く
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
南
辺
の
溝

と
、
西
回
廊
東
辺
溝
と
の
交
点
か
ら
、
西
に
こ
の
水
を
排
水
す
る
幅
3
0
m
の
暗
渠

が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
暗
渠
は
両
側
壁
が
瓦
積
で
作
ら
れ
、
上
を
凝
灰
岩
の
切

石
で
お
お
つ
て
い
た
ら
し
い
。
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三
　
僧
　
　
　
　
　
　
房

　
第
三
次
調
査
開
始
時
に
、
東
回
廊
の
北
の
延
長
部
分
に
凝
灰
岩
を
用
い
た
基
壇

痕
跡
と
数
個
の
礎
石
を
見
出
し
た
の
で
回
廊
は
こ
の
部
分
ま
で
延
長
し
て
い
る
も

の
と
考
え
、
こ
れ
が
西
折
し
て
講
堂
に
取
付
く
部
分
を
見
出
す
こ
と
に
苦
労
し
た

が
、
結
局
は
講
堂
に
は
何
等
取
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
西
回

廊
の
北
へ
の
延
長
部
に
お
い
て
は
、
西
回
廊
に
接
し
て
西
回
廊
と
同
じ
梁
間
を
も

っ
西
僧
房
の
東
第
一
問
が
検
出
さ
れ
、
北
・
西
廊
隅
の
間
の
扉
は
、
西
僧
房
へ
の

出
入
口
と
認
め
ら
れ
た
（
第
４
図
）
。
そ
の
た
め
、
前
記
の
基
壇
痕
跡
と
礎
石
は
、

東
僧
房
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
東
西
両
僧
房
が
南
北
に
長
く
、
南
で
回
廊
に
接
し

第５図　北僧房暗渠全景（南より）
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で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
西
僧
房
西
側
は
礎
石
、
地
覆
石
、
基
壇
な
ど
も
保
存

か
良
好
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
僧
房
の
間
取
り
ま
で
復
原
し
得
る
ほ
ど
で
あ
っ
だ

　
（
第
３
図
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
僧
房
は
基
壇
幅
ｍ
ｍ
（
4
7
尺
）
そ
の
内
側
前
面
－

に
回
廊
梁
間
と
同
じ
柱
問
3
.
8
m
（

間12.6
尺
）
の
吹
放
し
の
通

で
、
開
口
は
中
央
に

か
は
判
断
に
苦
し
む
も
の
が

ｍ
ｍ
（
7
.
8
尺
）
梁
行
間
別
各
Ｊ

第６図　北僧房暗渠（南より）

く
な
っ
た
部
分
か
ら
も
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
西
北
に
金
堂
の
礎
石
に

も
匹
適
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
造
出
し
の
あ
る
花
田
岩
礎
石
が
存
在
す
る
こ
と
と
と

も
に
、
食
堂
、
政
所
屋
な
ど
の
よ
う
な
附
属
建
物
が
考
え
ら
れ
、
今
後
と
も
究
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
五
　
北
　
方
　
建
　
物

　
北
僧
・
厨
よ
り
さ
ら
に
北
の
伽
藍
中
心
線
よ
り
西
に
約
2
3
m
（
約
7
7
尺
）
・
講
堂
よ

り
北
に
約
8
2
m
（
約
2
7
0
尺
）
板
蓋
神
社
の
崖
下
の
近
く
の
地
に
礎
石
列
か
お
る
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
、
礎
石
列
の
追
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
も
南
北
に
長

い
梁
行
３
開
7
.
2
m
（
2
4
尺
）
桁
行
６
間
2
0
m
（
6
6
尺
）
以
上
の
建
物
が
存
在
し
た
こ

６

蕗
を
通
し
ヽ
各
室
は
奥
行
す
べ
て
３
開
2
.
3
m
（
7
.
7
尺
）
等

３
間
の
一
室
を
両
側
に
２
間
の
室
を
配
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
が
並
ぶ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

な
け
、
西
僧
房
西
側
基
壇
の
一
部
に
、
西
方
へ
の
通
路
鄙
分
と
み
ら
れ
る
も
の
が

あ
っ
た
が
、
あ
る
い
は
小
壬
房
に
連
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
北
僧
房
に
っ
い
て

は
、
前
に
記
し
た
講
堂
北
側
濠
で
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
水
田

の
地
下
げ
に
よ
る
破
壊
に
よ
っ
て
、
講
堂
北
部
で
は
基
蛸
痕
跡
す
ら
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
東
僧
房
の
北
端
で
、
北
僧
房
に
相
当
す
る
部
分
に
、
回
廊
の
暗
渠
と

同
じ
構
造
を
も
っ
暗
渠
が
南
北
方
向
に
検
出
さ
れ
た
（
第
５
・
６
図
）
。
こ
れ
は
北

僧
房
基
壇
内
の
暗
渠
と
も
思
わ
れ
、
北
僧
房
の
存
在
を
推
定
し
う
る
も
の
で
あ
っ

だ
。
こ
の
結
果
、
川
原
寺
に
お
い
て
は
、
講
堂
の
三
方
に
、
二
而
僧
房
が
存
在
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
四
　
西
　
　
軒
　
　
南

北
回
廊
の
西
に
延
長
し
た
礎
石
列
の
存
在
は
す
で
に
大
正
1
4
年
の
調
査
で
知
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の

あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
回
の
調
査
で
は
桁
行
間
別
各

ｍ
（
6
.
4
尺
）
の
複
廊
状
の
建
物
で
、
こ
れ
が
西
僧
房
南
妻
と
接
し
て
お
り
、
西
に

７
間
Ｅ
ｍ
（
6
1
尺
）
以
上
続
い
た
建
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

こ
の
複
廊
状
の
建
物
の
西
方
に
さ
ら
に
建
物
の
あ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
、
西
の
高



と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
部
分
は
当
初
寺
地
内
と
し
て
予
期
し
な
か
っ
た
ほ
ど
北
に
　
　
　
以
上
今
回
の
調
査
で
講
堂
を
続
る
大
規
模
な
三
面
僧
房
か
お
り
、
そ
の
他
に
多

離
れ
て
い
る
が
、
出
土
の
瓦
類
も
中
心
部
と
変
り
な
く
、
こ
の
建
物
の
北
に
川
原
　
　
数
の
附
属
建
物
の
遺
存
を
予
測
さ
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
一
応
川
原
寺
中
枢

寺
の
瓦
窯
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
川
原
寺
の
附
属
建
物
の
一
つ
で
あ
る
こ
　
　
部
の
調
査
を
打
切
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
三
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
の
終
了
を

と
が
考
え
ら
れ
る
。

ふ
ｙＸ

遺

物

　
遺
物
の
点
で
は
第
一
次
、
第
二
次
の
調
査
で
知
ら
れ
た
も
の
と
全
く
同
様
の
瓦

類
が
多
数
出
土
し
た
が
、
す
べ
て
平
安
後
期
ま
で
の
も
の
で
、
建
久
２
年
の
火
災

で
は
北
半
の
施
設
が
復
旧
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
土
釜
そ
の

他
日
常
土
器
類
の
多
か
っ
た
こ
と
は
僧
侶
の
川
住
地
区
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
が
国
上
代
伽
藍
の
配
置
形
式
に
新
例
を
紹
介
し
得
た
こ

と
、
現
在
知
り
得
た
最
古
の
三
面
僧
・
房
の
平
面
間
取
り
を
究
明
し
得
た
こ
と
は
、

川
原
寺
発
掘
調
査
の
成
果
と
し
て
斯
界
に
資
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寺
院
地
北
部

で
検
出
さ
れ
た
北
方
建
物
は
、
川
原
寺
の
附
属
建
物
の
Ｉ
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
性
格
は
不
明
で
あ
０
、
他
の
附
属
建
物
と
と
も
に
、
今
後
の
調
査
を
挨
ち
た

へ
○

し

（
工
　
藤
　
圭
　
章
）
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