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先
に
元
興
寺
極
楽
房
の
解
体
修
理
工
事
に
当
っ
て
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
に
協

力
し
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
学
報
第
４
「
奈
良
時
代
僧
房
の
研
究
」
と
し

て
報
告
し
た
が
、
今
回
同
じ
く
僧
の
住
い
で
あ
る
法
隆
寺
東
室
が
解
体
修
理
さ
れ

る
機
会
に
、
再
び
県
教
育
委
員
会
と
協
同
し
て
調
査
を
行
な
っ
た
。
工
事
は
最
近

よ
う
や
く
再
建
組
立
に
か
か
っ
た
処
で
、
現
在
な
お
調
査
の
結
果
を
検
討
中
で
あ

っ
て
、
詳
細
は
後
日
工
事
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
概
要
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。

　
東
室
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
二
面
僧
房
の
一
つ
で
、
天
平
の
資
財
帳

に
あ
る
僧
房
四
口
の
中
の
一
つ
、
長
1
7
5
尺
・
広
3
8
尺
と
あ
る
も
の
に
当
る
ら
し
く
、

南
北
に
細
長
い
切
妻
造
り
の
建
物
で
あ
る
。
そ
の
沿
革
に
っ
い
て
は
、
別
当
記
に

よ
れ
ば
１
９
１
世
紀
の
初
頭
一
た
ん
顛
倒
し
て
保
安
２
年
に
再
建
当
社
、
そ
の
際
南
端

三
房
分
を
堂
に
改
め
て
聖
霊
院
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
1
3
世
紀
の
中
頃
寛
元
４
年

（
嘉
元
記
）
、
1
4
世
紀
中
葉
永
和
３
年
（
発
見
墨
書
）
に
そ
社
ぞ
社
修
理
が
行
な
わ
社
、

下
っ
て
慶
長
年
間
に
法
隆
寺
内
の
他
の
建
物
と
同
様
相
当
大
規
模
な
修
理
を
受
け

た
。
現
在
見
ら
れ
る
建
物
の
外
観
は
ほ
ぼ
こ
の
時
の
心
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
後
建

具
、
内
部
間
取
等
が
何
回
か
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
修
理
前

に
は
こ
の
建
物
が
ど
の
程
度
創
建
、
も
し
く
は
保
安
再
建
時
の
面
影
を
伝
え
て
い

る
の
か
全
く
不
明
で
あ
っ
て
、
散
見
さ
れ
た
古
材
七
或
ぽ
寺
内
の
他
の
建
物
か
ら

の
寄
集
め
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
程
で
あ
っ
た
。

　
調
査
は
困
難
を
極
め
た
が
、
少
し
ず
つ
建
物
の
歴
史
が
解
明
さ
れ
て
行
っ
た
。

ま
ず
軸
部
に
っ
い
て
は
柱
・
桁
・
梁
・
棟
木
・
栓
等
に
創
建
時
の
材
を
残
し
て
い

る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
当
時
の
構
造
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ

ち
軸
部
は
斗
排
を
用
い
ず
、
丸
柱
頂
に
直
接
幅
広
の
桁
を
の
せ
、
桁
上
に
相
欠
に

し
た
大
梁
（
身
舎
）
及
び
繋
梁
（
匹
で
梁
行
を
っ
な
ぎ
、
一
軒
の
丸
栓
を
か
げ
た
簡

明
な
心
の
で
あ
る
。
古
い
形
式
を
伝
え
る
神
社
建
築
や
、
古
文
書
等
で
知
ら
れ
る

奈
良
時
代
の
住
宅
の
構
造
形
式
が
こ
れ
と
全
く
等
し
い
の
は
す
ぐ
気
付
く
こ
と
で
、

法
隆
寺
の
よ
う
な
大
寺
の
伽
藍
内
で
も
僧
房
に
は
堂
・
塔
と
異
っ
だ
、
か
よ
う
な

手
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
点
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
僧
房
と
し
て
の
特
別
な
構
法
は
そ
の
関
取
に
関
連
し
て
棟
通
り
の
柱

及
び
大
梁
の
配
置
に
あ
る
。
普
通
の
堂
な
ら
ば
棟
通
り
の
柱
は
両
端
の
妻
に
だ
け

あ
っ
て
、
内
部
に
は
建
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
二
間
お
き
に
入
る
。

そ
し
て
大
梁
も
中
柱
の
あ
る
上
に
か
か
る
の
は
陸
梁
で
、
中
柱
の
な
い
と
こ
ろ
に

虹
梁
が
配
さ
牡
、
陸
梁
の
上
は
サ
ス
組
、
虹
梁
上
江
東
で
棟
木
を
支
え
る
構
造
で

あ
る
。
桁
行
の
柱
間
寸
尺
は
不
同
か
お
る
が
、
大
体
1
0
尺
程
、
身
舎
の
梁
間
は
約

2
0
尺
で
あ
る
か
ら
、
上
の
よ
う
に
柱
・
梁
を
配
置
す
る
と
約
方
2
0
尺
の
部
屋
が
と

れ
、
そ
れ
に
前
後
の
庇
（
梁
間
約
8
.
5
尺
）
が
っ
い
た
も
の
が
二
単
位
に
な
る
。
即
ち
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収
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介
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寛
喜
」
二
乍
肖
建
後

図開収変造比較の
一居僧

桁
行
の
柱
間
二
間
（
桁
行
約
2
0
尺
・
梁
間
3
7
尺
）
が
二
房
分
で
、
こ
の

こ
と
は
古
今
目
録
抄
に
「
康
室
（
九
房
万
・
一
房
二
二
間
宛
万
」

と
あ
る
に
相
応
す
る
が
、
そ
牡
が
大
梁
、
小
屋
組
に
ま
で
現
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
単
位
房
が
連
続
し
て
並
ん
で
細
長
い
建

物
を
形
造
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
方
2
0
尺
の
身
舎
に
は
梁
上
に
天

井
を
張
っ
て
、
住
居
ら
し
さ
を
現
わ
し
て
い
る
が
、
庇
は
穏
を
そ

の
ま
ま
見
せ
て
い
る
。

　
次
に
関
取
の
細
部
の
訓
査
に
か
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
前
記
の

構
造
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
困
難
に
ぶ
っ
か
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
①
間
仕
切
が
少
い
処
で
４
回
、
多
い
処
で
は
８
回
位
変
更
さ

れ
て
、
そ
れ
ら
の
痕
跡
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
②
永
和
・
慶
長

の
改
修
に
当
っ
て
貫
を
通
し
た
り
、
引
違
戸
を
用
い
た
処
で
は
戸

当
り
の
た
め
に
丸
柱
而
を
削
っ
て
角
柱
に
し
た
り
し
て
。
旧
痕
跡

を
失
っ
た
部
分
が
多
い
。
③
残
存
し
て
い
る
間
仕
切
痕
跡
で
も
普

通
の
堂
の
よ
う
に
全
体
に
ま
と
ま
っ
た
仕
事
で
は
な
く
、
各
房
、

或
は
各
間
単
位
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
時
代
の
判
別
が
困
難
で

あ
る
。
④
細
部
に
っ
い
て
も
、
例
え
ば
創
建
当
初
の
戸
口
は
長
押

を
用
い
な
い
た
め
柱
に
何
等
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
方
式
で
あ
っ
た

り
、
当
初
の
壁
と
保
安
の
壁
と
が
非
常
に
よ
く
似
て
い
た
り
し
た
。

⑤
更
に
問
題
は
こ
れ
等
の
柱
の
組
合
せ
で
あ
る
。
柱
は
勿
論
仝
部

残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
初
の
も
の
は
約
貨
程
で
、
而
も

こ
れ
と
て
も
数
回
に
わ
た
る
改
修
で
、
旧
位
置
か
ら
働
か
さ
れ
て

い
る
も
の
が
多
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
創
建
時
に
は
二
応
整
っ
だ
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と
し
て
も
、
後
世
各
房
夫
々
に
間
仕
切
の
変
更
が
あ
る
の
で
、
僧
房
全
体
と
し
て

の
間
取
の
変
遷
を
追
う
に
は
資
料
の
絶
対
数
が
不
足
で
あ
り
、
適
当
に
組
合
せ
て

考
え
る
と
、
復
原
さ
れ
た
間
取
は
確
実
性
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。
等
々
の
悪
条

件
が
積
み
重
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
割
合
残
存
状
態
の
良
い
北
か
ら
二

及
び
三
房
に
主
力
を
注
ぎ
、
創
建
以
来
勁
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
柱
を
中
心
に

調
査
す
る
こ
と
三
ク
月
余
り
、
よ
う
や
く
復
原
し
得
だ
の
が
図
に
示
す
如
き
間
取

の
変
遷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
東
室
内
の
一
部
の
房
に
っ
い
て
の
復
原
で

あ
る
が
、
他
の
部
分
も
少
く
と
も
外
観
は
こ
れ
と
同
形
式
で
あ
る
こ
と
が
た
し
か

め
ら
れ
る
の
で
、
標
準
的
な
も
の
と
し
て
誤
り
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
創
建
時
の
も
の
に
っ
い
て
ぱ
、
一
房
が
柱
問
二
間
か
ら
成
立

つ
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
は
厚
い
壁
が
き
て
完
全
に
隣
の
房
と
遮
断
さ

れ
る
。
中
央
の
身
舎
は
前
後
を
壁
と
戸
口
で
囲
ま
れ
て
畳
2
0
帖
敷
程
の
広
間
と
な

る
。
廻
廊
に
面
し
た
方
の
前
庇
は
開
放
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
空
間
と
な
り
背

面
の
庇
に
は
小
部
屋
が
作
ら
れ
て
い
る
。
床
を
張
っ
た
痕
跡
は
な
く
、
土
聞
か
、

こ
ろ
ば
し
根
太
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
次
に
保
安
再
建
に
当
弓
て
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た
の
は
、
元
の
一
房
を
棟
通
り
で
仕
切
っ
て
二
房
に
分
け
た
こ
と

で
あ
る
。
広
間
の
中
央
に
細
い
小
柱
を
立
て
、
こ
牡
を
中
心
に
小
部
屋
を
作
り
、

元
の
背
面
の
小
部
屋
の
あ
る
構
を
正
面
に
も
も
っ
て
き
た
。
こ
の
際
に
床
を
張
り
、

上
下
長
押
を
用
い
て
外
観
を
整
え
て
い
る
。
‐
‐
１
寛
元
」
の
平
面
が
保
安
の
改
造
で

あ
る
こ
と
は
図
を
見
て
い
た
だ
け
ば
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
永
和
」
に
は
、
外

観
を
寛
喜
３
年
に
再
建
さ
れ
た
同
じ
法
隆
寺
の
西
堂
に
な
ら
っ
て
、
扉
と
連
子
窓

を
交
互
に
置
い
て
整
備
す
る
こ
と
に
務
め
て
は
い
る
か
、
内
部
関
取
に
は
二
貫
し

た
も
の
は
な
い
。
「
寛
元
」
と
同
様
に
一
房
が
四
っ
の
小
部
屋
か
ら
成
立
つ
も
の

と
、
梁
行
の
二
間
を
通
し
て
細
長
い
部
屋
を
も
っ
た
も
の
と
か
あ
り
、
秘
密
経
蔵

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
物
置
の
部
分
も
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
こ
の
段
階

で
は
僧
房
と
い
え
る
が
、
慶
長
以
降
で
は
集
会
所
と
物
置
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　
以
上
簡
単
に
述
べ
た
間
取
は
先
の
元
興
寺
の
僧
房
と
比
べ
、
こ
れ
は
二
間
一
房

制
、
か
れ
は
三
間
一
房
制
で
、
一
見
大
き
な
差
が
あ
り
号
り
な
の
に
関
取
の
性
格

は
全
く
等
し
く
、
中
央
で
分
割
さ
れ
て
行
く
変
遷
の
仕
方
や
そ
の
時
期
ま
で
似
て

い
る
点
は
ま
こ
と
に
面
白
い
。
更
に
そ
の
一
端
が
聖
霊
院
、
あ
る
い
は
曼
陀
羅
堂

と
し
て
堂
化
す
る
形
が
、
ひ
と
し
く
平
安
時
代
の
末
頃
に
現
わ
れ
る
こ
と
も
、
僧

房
全
休
と
し
て
の
発
展
を
考
え
る
上
に
見
逃
し
得
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
直
接
こ
の
復
原
と
関
係
な
い
発
見
物
の
中
、
興
味
あ
る
も
の
を
あ
げ
て

お
く
と
、
古
材
の
柱
、
凝
灰
岩
の
礎
石
、
及
び
校
倉
関
係
の
古
材
等
で
あ
る
。
先

に
同
取
の
処
で
は
余
り
繁
雑
に
な
る
の
で
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
創
建
以
来
の
柱
と

思
わ
れ
る
も
の
に
東
室
よ
り
も
更
に
古
い
痕
跡
を
も
っ
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
現

在
使
用
さ
牡
て
い
た
凝
灰
岩
の
礎
石
も
円
形
造
り
出
し
を
も
っ
た
立
派
な
も
の
ぺ

こ
の
建
物
以
前
に
一
度
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
柱
と
礎
石
と
が
二
連

の
東
宝
創
建
以
前
の
建
物
の
名
・
残
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
然
飛
鳥
時
代
創
立
の
伽

藍
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
建
物
の
形
を

推
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
校
倉
も
ま
た
大
き
さ
を
定
め
得
な
か
っ
た
。

　
比
較
の
便
穴
い
た
め
に
元
興
寺
僧
房
の
・
間
収
り
変
俎
、
及
び
法
隆
寺
四
室
の
間
収
復
原
図

　
を
示
し
た
。
・
前
者
に
っ
い
て
は
胃
頭
に
記
し
た
学
報
、
及
び
建
築
学
会
研
究
報
告
3
3
号

　
⊇
几
興
寺
北
室
内
。
回
収
の
変
迷
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
九
い
。
後
者
ぱ
今
回
の
調
査
と

　
平
行
し
て
お
こ
な
ヅ
几
む
の
で
、
皇
室
の
永
和
白
平
面
を
考
八
る
に
当
つ
・
て
非
常
に
参
考

　
に
’
ド
ツ
に
。
他
卜
七
の
詳
細
を
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
　
（
鈴
木
嘉
吉
）
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