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頭
塔
の
実
測
調
査
を
了
え
て

一
、
調
査
の
経
緯

奈
良市
高畑
町
へ
破石
）
に
あ
る
史
蹟頭
塔
につ
いて
は
、既
に
多
くの研
究
、

殊
にそ
の
復原
的研
究
が公
表
さ
れて
い
る
が
、そ
の研
究の
根本
を
なす
と思

わ
れ
る
実測
方
法
と
、
出
来
上っ
た
実測
図
は必
ずし
も満
足
と
は言
え
な
かっ

たよ
うで
あ
る．
そ
の
原
因
は何
分
に
も地形
が
急峻で
、
テ
ー
プ
を水平
に引

くこ
と
が困
難で
あっ
た
か
ら、
従
来
通
りの
テ
ー
プ使
用
の平
板
測
量
が不
向

きで
あっ
たこ
と
、
レ
ベル
やト
ラ
ン
シッ
ト
を使川
す
る
場
合
、
その
位
置
を

頻
繁に
移
動
せ
ね
ばな
ら
ぬこ
と
な
どの悪
条け
が重
な
り
合っ
て
い
るの
が
重

な
原
囚
かと
思
わ
れ
る．
頭
塔
の
保存
や
今
後の
研
究の
た
め
に
も
精
密
な
実測

図
を作っ
て
置
くこ
と
が必
要
で
あ
る
と
各方而
の
強
い要
望
も
あっ
たし
、こ

の
調
査
に
は、
私
自
身
異
常
な興
味
を
感じて
い
た
ので
、
昭
和
3
5
年
1
0
月
はじ

め
か
ら
、
1
1
月下
句に
かけて
、ひ
たす
らそ
の
測
量
に
従小
し
た．
そ
の区
域

は
東西
3
8
m

、南
北
4
3
m

、そ
れ
に
東
南
隅
に
於け
る
清
水
通
に
開
か
れ
た南
門

か
らの
登り
囗
と
、
並川
邸西
裏
側
か
らの
通
路
附
近
を
含
めて
合
計面
積
｝呂

ぷ
の
全区
城
を測
雛し
た．
縮尺
を１
而
、石
仏
．石
塔
、石
碑
は勿
論のこ
と
、

2
0
m
以
上
の
敷石
、石
階
段
、
転石
、日
通
1
0
に以
上の
樹木
等の
位置
を図示

し
た．石
や木
の
な
い
部
分
と
い
え
ど
も
地形
の
変
化
に
富
む
箇所
にっ
して
は

１
乃
至２ｍ
毎
に
渕
点
を
設
け
た．
測
点の
合
計
約コ
呂
点．
測
点
毎
に
海
抜
高

建
造
物
研
究
室・
遺
跡
庭
園

を
求
め
、
等
高
線
は
5
0
m

毎
に
切っ
≒
　（
第
１
図
Ａ
）
ま
た
実
測
図
は
単
に
平

面
図
だ
け
で
な
く
、
石
仏
を
適
処
に
配
置
し
た
頭
塔
の
性
格
を
明
か
に
す
る
手
助

け
と
も
考
え
．
石
仏
の
配
列
状
態
予
、
個
々
の
大
き
さ
、
形
状
、
石
塔
、石
碑
、

石
標
、石
階
段
、
露
出
し
て
い
る
敷石
、
転石
な
どの
配
置
状
態
を
、
東
南
西
北

四
方
面
か
ら
の
立面
図（
第
１
図
Ｂ
・
Ｃ
）
に
記
入
し
た
．

次
に
東
大
寺
別
当
次
第（
群
轡
類
従
木
）
に
よ
る一
御
寺
の
朱
貮
の
末一
の
土

塔
が
こ
の
頭
塔
に
相
当
す
る
も
の
ら
し
い
こ
と
、
朿
大
寺
要
録
中
に
見
え
る「
新

｛
註２
｝

薬
師
寺
西
野
の
塔一
又
は「
石
塔
匸
か
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
ら
し
い
と
の
従
来

の
推
定
の
是
非
を
検
討
す
る
た
め
に
、
頭
塔
の
中
心
部（
墳
丘
状
地
形
の
ほ
ぼ中

央
部
１１８
.９０に
姓
つ
五
輪
塔
の
頂
点
）
か
ら
、
ト
ラ
ン
シッ
ト
を
使
川
し
て
．
新

薬
師
寺（
現
在
本
堂
）
呶
大
寺（
現
在
の
大
仏
殿
）一疋
興
寺（
現
在
剛
楽
坊
本
堂
）

の
方
位
角
を
測
定
し
ぢ
そ
れ
と
同
時
に
従
来
行っ
て
来
た
束
大
寺
旧
境
内
や
、

興Ｍ
寺
旧
境
内
を
含
む
奈
良
公
園
主
要
部
分
の
実
測
値（
方
位
角
及
び
実
長
）
と

を
照
合
し
て
束
大
寺
大
仏
殿
及
西
塔
の
中
心
部
と
の
直
線
距
離
、
興
福
寺
五
重
塔

と
の
位
置
的
相
互
関
係
な
ど
を
算
出
し
て
見
た
．
ま
た
こ
の
頭
塔
を
築
造
す
る
際
、

在
来
地
形
に
如
何
ほ
ど
ま
で
順
応
し
得
た
か
を
知
る
た
め
に
、
頭
塔
附
近
か
ら
荒

池
、
瑜
伽
山
台
地一
帯
に
か
け
て
の
地
形
実
測
図（
縮
尺
五
百
分
の
こ
を
作
製

す
る
こ
と
に
よっ
て
、
こ
の
頭
塔
の
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
知
り
、

盛
土
切
取
な
ど工
事
中
に
移
動
さ
れ
た
土
量
の
算
出
を
も
試
み
た
の
で
あ
今
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二

、

石

仏

な

ど

の

方

位

的

配

置

石
仏
の
配
列
状
態
を
示
す
場
合
、
も
し
そ
れ
ら
。か
秩
序
よ
く
配
置
さ
れ
る
た
め

に
は
、
南
北
及

び
東
西
方
向
の
主
軸
線
の
検
出
、
そ
の
主
軸
線
の
交

点
に
於
て

主

軸
線

と
一
定
の
角
度
を
も
っ
て
交

る
剛
軸
線
が
あ
る

か
ど
う

か
、
若
し
あ
る
な
ら
、

そ

の
角
度
は
ど
の
よ
う
で
あ

る
か
、
と

い
う
こ
と
を
確

か
め
る
必
要
が
あ
る
。
頭

塔

の
頂
上
で
、
し

か
も

ほ
ぼ
中

心
と
思

わ
れ

る
位
置

に
建
つ
五
輪
塔
が
後
世
の
設

置

と
考

え
ら
れ

る
の
で
、
こ
れ
を
単
純

に
中

心
点

と
き

め
て

か
か
ら
ず
、
ま
づ
そ

の
北
側
斜
而
最
上

段
、
三
段
凵
、
下
段

の
中
央

に
並
ぶ
三

つ
の
石
仏

と
、
南
側
抖

頭塔 南北主軸線上より東大寺大 仏殿を望む第２Ｎ

而

の
三

段
目
及
下

段
中
央
と

に
配
列
さ
れ

る
石

仏
跡
の
中

心
を
結

ん
で
直
線
（
南
北
線
）

を
引

い
て
見

た
。
す
る
と
そ

れ

は
一
応
五
帖
塔
の
中
心
を

横
切

る
の
で
、
こ
れ
を
南
北

主
軸
線
で
あ
ろ
う
と
推
定
し

た
。
そ
こ
で
こ
の
直
線
上
に

ト
ラ

ン
シ
ッ

ト
を
据
え
て
、

そ

の
方
位
角

を
測
っ
て
見
た

と
こ
ろ
、
そ

れ
は
磁
北

か
ら

９

度
5
0分
4
0秒

だ
け
朿
（
時

計
方

向
）
に
ふ
れ
て

い
る
こ

と
が
わ

か
る
が
、
し
か
も
そ

の
望
遠
鏡
の
視
野
の
真
中

に
大
仏
殿
の
大
陳
中
点

が
望
ま
れ
る

か
ら
、
頭
塔
の
南

北
主
軸
線

は
東
大
寺
（

殊
に
大
仏
殿
）
を
憲
識

し
て

設
定

さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
　
3
0

と
を
確
知
す

る
こ
と
が
で
き

た（
第
２
図
）
。

次
に
廈
西

の
主
軸

線
で
あ
る
が
、
東
側
斜
面

の
最
上
段
、
二

段
目
、
三

段
目
に

は
石

仏
は
一
つ
も
な
く
、
そ
の
下

段
中
央
に
唯
一
個
残
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
叫
側
斜
而

に
於
け

ろ
最
上
段

と
、
下

段
中
央

に
あ
る
二

つ
の
石
仏

の
中
心

を
結

ん
だ
直
線

を
作
っ
て
見

る
と
、
幸

な
こ
と

に
は
東
側
而
下

段
巾
央
の
石

仏
が

そ
の
直
線
上

に
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
一
直
線
上
に
あ

る
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
直
線
の
方

位
角
で
あ
る
が
、
一
見
五
倫
塔
の
中

心
を
通
り
、
南

北
主
軸
線
と
直
交

す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
実

は
五
輪
塔
の
中
心

（
註
３
）

か
ら
2
5
mだ
け
南
に
寄
っ

た
位
置
で
交
叉

し
、
南
北

主
軸
線
と
は
西

か
ら
見
て
8
8

度
3
0分
だ
け
傾
く
、
即

ち
直
角
と
１

度
3
0分

ふ
れ
て

い
る
勘
定

に
な

る
。

次

に
両

主
軸
線
以
外

の
も
の
に
つ

い
て

観
察
し
て
見

る
と
そ
れ

ら
の
配
列
も
決

し
て
無
佚
序
で
は
な
い
。
即

ら
崩
壊
乂

は
せ
り
出
し
た
土
埃
の
彫
糾

に
よ
っ
て
明

か
に
旧
位
置
を
変
え
た
と
見

ら
れ
る
南
面
三

段
日

束
寄
の
も
の
、
同

じ
く
下

段
西

側
前
方
寄
り
の
も
の
、
西

側
下

段
南
寄
の
も
の
の
三

個
は
、
ど
れ
も
少
し
く
旧
拉

詼

を
動

い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、
即

ち
、
南
側
二

段
日

頃

寄
の

も
の
、
西

側
下

段
北
寄
の
も
の
な
ど
は
、
ど
れ
も
主
軸
線

と
、
９９一
度
拏
（
四

分

の
一
直
角
）
だ
け

ふ
れ

た
直
線
上

に
来

る
。
こ
の
直
線

を
私

は
副
軸
線

と
名
づ

け

る
。
先

に
触
れ
て

お
い
た
よ

う
に
、
や
や
侈
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
三

個
の

石
仏

も
、
こ
れ
と
対
応
す

る
副
軸
線
上

か
ら
少
し

く
ど
ち
ら
か
へ
侈
勤
し
た
に
す

ぎ
な

い
も
の
と
見
て

よ
さ
そ
う
で
あ

る
。
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三
、
石
仏
な
ど
の
垂
直
的
配
置

次
に
垂
直
的
配
列
状
態
を
見
て
行
こ
う
。
咀
側
１１１
.０７ｍ
と
南
側（
１１０
.９７ｍ
）

の
最
下
段
の
石
仏
の
λ
が
海
抜
１１１ｍ
を
前
後
し
て
、
ほ
ぼ
揃
う
と
見
て
よ
い
が
、

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

に
於
て
は
、下
段
１１１
.２５ｍ
、三
段
日
１１３
.
5
m

（
二
段
凵
缺
）
最
上
段
に
？
つＢ
で

あ
る
。
西
側
は
主
軸
線
に
於
て
下
段
１１１
.
4
m

、
三
段
囗
と
二
段
目
缺
、
最
上
段

１１７
.８５ｍ
で
あ
る
。
南
側
は
下
段
１１１
.００ｍ
、
三
段
日
１１３
.２ヨ
、
二
段
目（
中
央

缺
南
東
側
で
代
川
）
に
？
９
气
最
上
段
缺
、
東
側
は
下
段
１１１
.２０ｍ
で
あ
る
、
乂

同
じ
段
に
つ
い
て
測
定
し
て
見
る
と
、
南
側
の
が
一
番
に
高
低
が
不
揃
い
で
、
第

三
段
目
の
屯
南
側
の
は
１１３
.５０ｍ
で
あ
り
、
ド
段
の
主
軸
線
よ
り
や
や
西
側
前
方

に
あ
る
の
は
、
中
央
の
石
仏
よ
り
は
吏
に
１
.２０ｍ
も
低
い
１０９
.８ヨ
以
下
に
あ
る

と
い
う
状
態
で
あ
る
。乂
西
側
の
は
二
段
目
三
段
目
を
缺
く
が
、そ
の
下
段
の
南
寄

の
は
１１１
.５５ｍ
、
北
寄
の
は
ご
｝。畆
ヨ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
段
は
同
一
平
而

上
に
は
な
く
、
土
崩
れ
の
た
め
大
き
く
移
動
し
て
い
る
ら
し
い
二
個
の
石
仏
は
例

外
と
し
て
、
各
斜
面
に
於
け
る
石
仏
の
配
列
に
は
ほ
ぼ
一
定
の
秋
序
が
あ
る
よ
う

に
観
察
さ
れ
る
。
叩
ち
、
東
側
は
下
段
中
央
の
石
仏
一
佃
し
か
存
在
し
な
い
の
で

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

（
註４
）

Ｓ
Ｂ（
約
７
尺
４
寸
）
毎
に
段
を
設
け
て
通
路
と
し
、
そ
こ
に
仏
龕
の
よ
う
に
配

列
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

四
、
石
塔
、
石
碑
及
び
出
土
石
柱
残
缺
な
ど

石
塔で
は
妓
も
古
い
もの
で
も
鎌
倉
時代
元
久３
年（
に
呂
）
　の銘文
の
あ

頭
垳の火
洲調在をｒ
えて

る
もの
ぐ
らいで
、
南
側
訃
段
巾
臾石
仏
南
前面
の
五
輪
塔
がそ
れで
あ
る。
ま

た頭
塔頂
上
の
もので
もそ
れ
よ
り
は古
い
もの
で
は
な
く
、
おそ
ら
く江
戸
時

代
初
期
く
ら
いの
もの
で
あろ
う
。従っ
て
石
塔の
類
は
ほ
と
ん
ど中
冊‥以
後の

創
造
に
か
か
る
もの
の
よ
うで
あ
る
。
とこ
ろ
が
並川
清
満氏
所
蔵
に
か
か
る石

造
物
がこ
の
上
地
朿
側入
凵即
ち
へ
東下
段
附
近
）
か
ら掘
り
出
さ
れ
た
もの
と

じ
え
ら
れ
る
もの
で
、こ
の石
造
物
にっ
いて
判明
し
たこ
と
を記
そ
う
。

こ
の石
逃物
の
質
は一
種の
凝灰
…万で
松
香石
と吁
。はれ
る
もの
に類
似して

い
る
。現
在
は破
批
して二
個
に
なっ
て
い
る
が、
その一
つ（
仮
にａ
と
す
る
）

の
高
さ
は２３
.
５ｃｍ
、
も
う一
つ（
仮
にｂ
と
す
る
）は
高
さ
2
5
m

あ
る
。ａ
の
断

而
は長
径（
対
沼
角
）
2
0
m

、川
径
1
8
m

で
どの
部
分
をとっ
て
見
て
も
や
や偏

ゼの
六
角形
で
あ
る
。ｂ
の
断面
は長
径
1
7
m

但し
そ
の
うちの二
而
だけ
は正

し
く
角
度
を
な
さ
ず
、そ
の二
而
の
底
辺で
あ
る
さ
し
わ
た
し
1
5
m

の
外
側の
断

而
は
、
牛
径１９一ｍ
の
円
孤
を
なして
い
る
。
ま
たこ
の
鈍
い
曲而
に
は凹
凸
が
あ

り
、人面
の
如
き
もの
が見
え
る
が
確
かで
ない
。こ
の
よ
う
にａ
の
上
半
部
を、

ｂ
の下
半
部の
断而
、叩
ち内
角
が同一
角
度で
は
な
い
が
、ａ
を下
、ｂ
を上
に

して
重
ね
合
わせ
る
と
う
まい工
合
に
乗
せ
るこ
と
がで
きそ
の
合
計
し
た
高
さ

が
4
5
m

と
な
るの
で
、明
かに元
は一
つ
で
あっ
た石
柱の一
部
が
折
れ
たの
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さて
こ
の石
柱
が何で
あ
る
か。一
見ｂ
の
上
端
に

は二
段
の
く
びれ
が
あ
り
、上
方
部
に
行
く
に
従っ
て
す
ぼまっ
て
い
るこ
と
か

ら、石
造
の
古
塔の
相
輪で
は
ない
か
と見
る
人
と
、発
見
さ
れ
た
その
位置
か

ら言っ
て
、
塔
を
かこ
む
垣の一
部
に設
け
ら
れ
た石
の門
柱
の
先
端
部で
は
な

い
か
と言
う人
も
あ
る
。
鈍い
曲面
は光
線の
当て
方
にょっ
て
は
、
か
なり
は

3
1

つ
き
り
と
凸凹
が見
ら
れ
る
が
、そ
れ
が果
して
何
なの
か今
の
とこ
ろ
全
く見
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当
がっ
かな
い
。

次
に土
塔の
外
側
に
あ
る石
仏で
あ
る
が
、そ
の
う
ちで
比
較的
著
名
な
の
は
、

南
側
清
水町
通
に
開
か
れ
た
南門
を入っ
て
、
す
ぐ
右
手
、
右
階
段
の
登り
冂
脇

の
小
祠
内
に
あ
る
弥
陀
と地
蔵の
立
像
を半
肉彫
で
並列
し
た額而
形
の
双
仏石

（
註５
）

で
あ
る
。
像の
周
囲
を方
形
に彫
り凹
め
、
縁辺
に彫
銘
が
あ
る
が
、
その
逃顕

年代
は
はっ
き
り
し
な
い
。

五
、
　敷
　
　
　
石

奈
良の
清
水
通
か
ら南
門
前
に
あ
る石
階
段
や
、
並川
邸
裏
か
らの
ぼ
る通
路

に
あ
る石
階
段
な
ど
は
、明
ら
かに
後
世
の
築
造
に成
る
もので
あ
ろ
う
が
、

頭
塔の四
周
に
めぐ
ら
され
た平
坦
な部
分
に
露
出
して
い
る
敷石
は当
初の
も

の
と関
係
が
あり
そ
うに
思
わ
れ
る
。
塔
を形
成
して
い
る四
而
の
噸
斜
地
の
う

ち
、そ
の
東
南
隅
、西
南
隅
と、
そ
して
束
北
隅
の一
部分
に
、土
砂
の
崩
壊し

た
部分
が見
出
され
る
が、
そ
の
他
は
昔
と
あま
りひ
ど
く変
化
して
い
な
い
と

思
わ
れ
るので
あ
る
。地
表
又
は
地
表
か
ら匝
めて
浅
い到
る処
に見
出
さ
れ
る

転石
類
、殊
に
少
し
く平
坦
に
なっ
て
い
る
通
路
に当
られて
い
た
ら
し
い
部
分

（
他
は
この
通
路
の
部
分
が
缺
落
し
た
と
思
わ
れ
る
）の
転石
類
や
、
通
跡
の衣

面
で
も雨
水
に
よっ
て
極
端
に
け
ず
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
勾配
のっ
いて
い
る

部
分で
は、
敷石
が多
く現
わ
れて
い
るこ
と
はｍ
日て
その
平
坦而
が
幅せ
ま
い

敷石
逆で
あっ
たこ
と
を示
す
よ
うで
あ
る
。

六
、
南
都
諸
大
寺
堂
塔
と
の
関
係

北
主
軸
線上
に
トラ
ン
シッ
ト
を
す
えっ
けて
測
量
し
た
結
果
、
東
大
寺大
仏
殿

の
中
心
は磁
北
よ
り９
度
5
0
分
4
0
秒
東
に当
るこ
と
は
前
述の
通
りで
あ
る。
当

3
2

時の
が城
京
の
配
置
か
ら見て
、
その
真
北
は
約６
度
傾
いて
い
たこ
と
が判
る

ので
、
伝
え
闘
くよ
う
に
頭
塔
は
大
仏
殿の
貞
南で
は
ないこ
と
が判
る
が
、先

に
も触
れ
た
よ
う
に
、
大
仏
殿の
方
向で
あ
る９
度
5
0
分
4
0
秒
は石
仏の
南北
主

軸
線と
完
全に一
致
す
るの
で
、
東
大
寺別
当
次
第
に載
せ
る「
御
寺
朱－
阻末
」

と
あ
るの
は
、正
し
く
貞
南
に
持っ
て
行っ
たの
で
はな
くて
、
東
大
寺
大仏
殿

の
方
位
角
を
充分
に
憲識
し
て
、石
仏の
配
列
も
、その
位
置
を
も
決
定し
たこ

と
を
確認
す
るこ
と
がで
き
る
。

し
かし一
方
東
大
寺西
塔（
兩
大門
中
心
と大
仏
殿
中
心
と
を
結
ぶ束
大
寺
主

軸
線
よ
り
、西
方
8
1
m

に
あ
る
）
を
考
慮
に入
れ
ると
、
大
仏
殿
と頭
塔
の
距

離｛
｝旨９己
か
ら
、
大
仏殿
と
南大
門
を
結
ん
だ主
軸
線
と
東西
両
塔
を結
ん

だ
直
線
との距
離
へ
5
0
m

）
を
差引
い
た
長
さ１２２６ヨ
にｓｉｎ
４
度
へ実
は３
度

5
0
分
4
0
秒
）
を
かけ
る
と
約
8
0
m

とい
う距
離
を弓
るの
で
あ
る
。
ま
た一
昨
年

以
来行っ
て
来
た収
大
寺
旧
境内
雀測
図
や
、
昨夏
以
来
行っ
た
奈良公
閲
へ春

目
神
社
や
賊（
臨
寺旧
境内
を
含
む）
の
実
測
図
と、同
じ
縮尺
で
作
製しつ
つ
あ

っ
た頭
塔
附
近
実
測
図
と
を総
合
して
その
相
互
位
置関
係
を調
査
し
た
とこ
ろ
、

心
大
寺西
塔は
、正
し
く
頭
塔
か
ら引
い
た
磁
北
線上
に
来
るこ
と
が判っ
べ

即
ち計
算上
か
らも
、図
面
上
か
らも頭
塔
と
心大
寺西
塔と
は正
し
く
磁北
線

上
に
並んで
い
るこ
と
が判っ
たの
で
あ
る
。

次
に煕（
柵
寺五
垂
塔
は
、頭
塔
から
は
直
接
に
望見
出
来
な
いの
で
あ
る
が
、

奈良公
園
実測
図
上
で
結
んで
見
る
と
、
そ
れ
は磁
北
線
か
ら西へ
4
0
度頤
き
、

亟
大
寺そ
の
他
南
部
諸大
寺
堂
塔と
頭
塔頂
点
の
相
互
関
係
を知
るべ
く、
南
　
　距離
は８５５
.７５ｍ
あ
る。
然
もこ
の
直
線
は
、
曵大
寺
大
仏
殿の
中
心と
興福
寺



五
重
塔
の
中
心
と
を
結
ん
だ
心
線
と
正
し
く
吠
交
す
る
関
係
に
あ
る
の
も面
白
い
。

次
に
頭
塔
頂
点
か
ら
測
定
し
た
新
薬
師
寺
と
の
関
係
を示
そ
う
。
現
在
の
本
堂

の
中
心
は
、
磁
北
か
ら１０９２
<弱（
１０８
;^５９分
呂
秒
）
　であ
る
。
記
録
の
示
す

よ
う
に
心
大
寺
の
南
側
で
、
新
薬
師
寺
の「
西
の
野
」
に
概
当
す
る
そ
の
位
置
か

ら
考
え
て
も
、両
寺
の
こ
と
を
充
分
に
憲
識
し
て
、
計
画
さ
れ
た
土
塔
で
あ
るこ

と
が
判
然
と
す
る
し
、
こ
の
頭
塔
は
、
東
大
寺
と
新
薬
師
寺
に
関
係
を
も
つ
人
、

叩
ち
実
忠
和
尚
の
創
憲
に
関
す
る
も
の
と
考
え
て
間
違
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
在

新
柴
師
寺
木
堂
は
建
築
と
し
て
は天
平
時
代
の
遺
構
で
あ
る
が
、
当
時
の
金
堂
や

講
堂
で
は
な
く
、
おそ
ら
く
は
食
堂
或
は
政
所
凰
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
山

で
あ
る
。
ま
た
そ
う
す
れ
ば
新
柴
師
寺
の
中
心
部
で
あ
る
金
堂
や
塔
は
、
他
の
位

置
へ
お
そ
ら
く
現
在
本
堂
の
西
方
」
に
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
。
私
達
が
介
川
作
製

し
た
奈
良
公
園
雀
測
図
と
。正
介
院
御
物
火
ｆ
胯
宝
八
歳
心
大
寺
四
至
図
に
現
わ

れ
た
新
薬
師
寺
金
堂
の
位
置
と
を
対
照
し
て
推
定
す
る
とｍ口の
金
堂
の
中
心
は
、

現
在
の
本
唯
の
西
方
２５０ｍ
　＼１
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
位
繊
に
は
大
き
な
疑

問
が
あ
る
が
、
東
大
寺
四
至
図
の
比
例
に
狂
い
が
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
金
堂
の

（
北８
）

中
心
は
頭
塔
の
頂
点
か
ら
に
’
｛
鹿
、
距
離
に
し
て
４２３ｍ
と
芬
出
さ
れ
る
。

七
、
頭
塔
築
造
法
と
春
日
野
の
地
形

新
薬
師寺
の
方
か
ら旧
大
乗
院
池
の
北
側
に
聳
え
る
鬼
薗
山及
び
西
方
院
山

（
奈良
ホテ
ル及
び瑜
伽
神
社
の
姓つ
尾
根
）
に
向つ
て
延
びて
い
る
台
地（
瑜

伽
山
台
地
と
呼
ぶ
）
は
、
新
薬
師
寺
附
近
か
ら巾
高畑
町
附
近
に
かけ
て
は
幅
が

割合
にひ
ろ
い．
とこ
ろ
が
陂石
附
近で
は
、
法
務局
と
奈
良
県
土
木
出張
所
の

西
背面
の
方
か
ら
、天
神
社
の
南下
方
に
か
汁て
浅
い
渓谷
地形
が
あ
り
、こ
の

頭
塔の実測調捏を了
えて

谷
間
を
さ
し
は
さ
ん
で
、
台
地
の
先
端
が二
つ
に
分
れ
て
い
る
。
松
林
院
跡
の
南

隅
で
あ
る
山
上
町
の
尾
根
を
主
脈
と
す
れ
ば
、
頭
塔
の
娃っ
汕
水
通
寄
り
の
方
は

支
脈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
脈
の
方
は
厄
に
西
に
延
び
ご
兀の
菩
提
川
水
系

「
現
在
の
荀
池・
荒
池
」
と
清
水
谷
と
が
次
第
に
せ
まっ
て
瑜
伽
神
社
附
近
で
は

幅
約
2
0
m

の
痩
尼
根
と
なっ
て
城
跡
か
ら
西
方
院
山
、
旧
大
乗
院
境
内
の
曵
薩
山

へ
とっ
づ
く
が
、
支
脈
の
方
は
頭
塔
の
西
南
辺
に
於
て
は
清
水
通
に
臨
ん
で
急
隕

と
な
り
、
山
神
社
南
あ
た
り
で
清
水
谷
に
沈
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
瑜
伽
山
台
地
の
地
形
を
描
い
た
地
図
の
上
に
書
き
込
ま
れ
た皿
塔

の
地
形
は
、
ち
よ
う
ど
蒲
鉾
形
台
地
上
に
ピラ
ミッ
ド
を
築
い
た
よ
う
な
状
態
で

あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

今
回
雀
測
図
作
製
に利
用
し
た
頭
琳
附
近
の
海
抜
高
は
、
法
務
局
前
に
あ
る
水

準
点
１０９
.５６ｍ
の
石
標
か
ら
引
い
た
も
の
で
あっ
て
、
並川
清
満
邸
の
叫
側
に
於

て
｝呂・Ｓ
ヨ
、
頭
塔
の
西
北
隅
に
於
て
は
１０９
.５０ｍ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
頭

塔
築
造
の
際
に
利
川
さ
れ
た
怯
盤
で
あ
ろ
う
。
そ
の
圸
盤
は
海
抜
平
均
｝皀ヨ
の

台
地
で
あ
り
。
中
心
附
近
に
於
て
高
さ
約
1
0
m

、
底
辺
約
4
0
m

、
勾
配
は
約
3
5
度

の
方
錐
と
し
て
築
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従っ
て
算
出
さ
れ
る
上

量
は
大
略Ｓ
Ｓ
ヨ
冫
よ乃る
と
思
わ
れ
る

八
、
結
　
　
　
び

以
上
実
測
の
結米
判明
し
たこ
と
は
頭
塔
は比
較
的
よ
く
遺
存して
お
り、
高

さ
海
抜
約
｝Ｓ
ヨ
の
基
盤（
地
山
）の
上
に約
1
0
m

の
盛土
をして
造っ
た方
雛

休で
、四
方
に
3
5
度
を以て
頤
い
た
斜而
をぶ石
で
蔽
い
、
主
軸
線上
に
殼上
段
、
3
3

三
段
日
、下
段
各一
個
、副
軸
線上
に
は
、二
段
目
、三
段目下
段
各一一
個
づっ
、
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大
小
3
6
1

個
の
右
仏
を
配
毘
し
か
も
’の
ら
し
い
’‐

ま
た
頭
塔
ぱこ
モ
Ｑ
石
仏
の
配
列

状
況
か
ら
見
て
、
確
か
に
東
大
寺
殄
に
火
仏
殿
を
意
識
し
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、

■■
　
・
　１丶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
。ＩＩ

そ
の
角
度
は
磁
北
か
ら
東
に
9
.
度
5
0
分
4
0
秒
ふ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
測
距
離
は
１３

１６ｍ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
最
初
は
新
薬
師
寺
旧
金
堂
の
以
西
を
と
心
掛
け

て
計
画
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
で
も
よ
く
あ
る
実
例
通
り
、
そ
の
施工
に

当っ
て
地
形
の
制
肘
か
ら
、
東
大
寺
大
仏
殿
の
以
南
か
ら
は
や
や（
約
４
度
だ
け
）

西
に
寄
せ
な
が
ら
も
、石
仏
の
配
列
の
南
北
主
軸
だ
け
は
大
仏
殿
の
方
位
角
に
完

全
に一
致
さ
せ
て
い
る
。一
方
、
新
薬
師
寺
金
堂
の
以
西
か
ら
約
十
数
度｛
1
3
～

1
8度｝
北
に
寄
せ
て
そ
の
中
心
位
置
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

れ
だ
け
の
移
動
は
古
い
記
録
に
示
さ
れ
る「
新
薬
師
寺
西
野
」
を
完
全
に
拉
す
も

の
で
な
い
か
ら
、
実
忠
和
尚
の
計
画
と
解
釈
す
るこ
と
に
矛
盾
は
感
じ
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
従っ
て
そ
の
築
造
年
代
は
神
詣
景
雲
元
年
と
見
て
差
支
え
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

註

田
　東
大
寺
別
当
次
第
に「
神
護
景
雲
元
年
失
忠
和
尚
依
こ僧正
命
’御
寺
朱
雀
之
末
作
’・

土
塔
‘」
と
あ
る
。

囘
　東
大
寺
要
録
所
収「
実
忠
廿
九
ヶ
条
事
」
に「
一
奉
し造
こ立
塔一
基・
在・一
新
薬
師

寺
西
野
‘以
二去
景
雲
元
年
’所こ造
進一
也
」
と
あ
る
。

圜
　こ
の
土
格
の
中
心
は現
在
五
輪
塔
の
建
つ
位
置
よ
り
、
南
へ
2
5
ｔ
移
動
し
た
地
点
で

あ
り
、
従っ
て
近
世
五
輪
塔
がそ
の
中
心
部
に
建
た
ず
、
誤っ
て
2
5
1
北
に
寄っ
て
建

て
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

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

瓦
が発
見
さ
れ
た
由
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
仏
龕
の
上
に
、
瓦
葺
の
廂
を
か
け
た
も
の
ら

しい
。

㈲
　故
西
村
貞
著「
南
都
石
仏
巡
礼
」
に
よ
る
。

㈲
　興
福
寺
五
重
塔
上
か
ら
の
。パッ
ク
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
数
帆
が再
確
認
さ
れ

る
。

剛
　大
岡
実
博
士
は
食
堂
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。小
林
剛
博
士
は
政
所
屋
で
は
な
卜
か
と

推
定
さ
れ
る
。

㈲
　正
倉
院
御
物
天
平
勝
宝
八
歳
東
大
寺
四
至
図
で
は
、
そ
の
炊
地
の
内
外
に
亘
り
方
形

の
輪
郭
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
輪
郭
を
実
測
図
に
あ
て
は
め
て
見
る
と
、
東
大
寺
大
仏

毆
、
法
華
堂
、
転
轄
門
、
中
御
門
、
西
大
門
附
近
で
は
、
す
べ
て
横（
東
西
幅５１７１ 
m

縦（
南
北
幅
）
１２ｓ
mの
比
率
に
割
りっ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が判
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
数
値
と
比
率
を
基
礎
と
し
て
、
実
測
図
に
縦
繊
枠
を
作
り
、天
平
勝
宝
八
歳
図
に
示

さ
れ
た
新
薬
師
寺
の
位
唯
を
、
実
洲
図
に
あ
て
は
め
て
見
た
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
し
て

推
定
し
た
新
薬
師
寺
金
堂（
中
心
）
は
、
現
存
本
堂（
中
心）
の
西
にＳ
ヨ
隔っ
て
お

り
、
や
や
遠
す
ぎ
る
の
で
こ
の
点
や
や
首
肯
で
き
な
い
。
天
平
勝
宝
図
中一
行
だ
け
誤

っ
て
西
に
寄
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
頭

塔
頂
点
よ
り
新
薬
師
寺
金
堂
は
角
度
に
し
て
１１０ｆｅ１３０分
、
距
離
に
し
て５ｓｓ
m（
現
存

新
薬
師
寺
本
堂
の
西
方
7
7
m
）
と
な
り
、
こ
の
方
が
信
頼
で
き
そ
う
で
あ
る
。

（
森
　
　蘊）
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