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建造物研究室

歴史研 究 室

建

考

築

古

現
在
の
本
堂
の
地
に
は
璃
瑶
の
礎
石
と
し
て
著
名
な
白
大
坦
石
（
奈
良
県
吉
野

郡
洞
川
産）

の
礎
石
が
並
ん
で
お
り 、

そ
れ
ら
の
配
置
か
ら 、

も
と
正
面
5
間 、

奥
行
4
間
の
金
堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た 。

今
回
の
実
測

中

金

堂

大
和
平
野
士
地
改
良
導
水
跨
予
定
地
の
調
査
と
し
て 、

昭
和
31
年
炭
に
は
飛
烏

寺
の
発
掘
を
行
い 、

予
期
以
上
の
成
果
を
あ
げ
た
が 、

別
き
続
き 、

昭
和
32
年
度

よ
り
3
年
叶
両
で
史
跡
川
原
寺
の
調
査
を
行
っ
て
い
る 。

第
一

次
の
調
査
は 、

昭

和
32
年
11
月
15
日
よ
り
翌
年
2
月
28
日
主
で
伽
藍
中
枢
部
南
半
を
対
照
と
し
て
実

施
し 、

第
二
次
は 、

昭
和
33
年
4
月
14
日
エ
り
5

月
18
日
よ
で
塔
址
を
調
壺
し

川
原
寺
（
弘
福
寺）

の
創
建
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り 、

今
日
の
所
何
れ
と
ら

き
め
難
い

。

7
祉
紀
か
ら
8

＃
紀
に
か
け
て
に 、

官
の
大
寺
と
し
て
繁
栄
し 、

9

世
紀
に
入
り 、

弘
法
大
師
入
山
後
真
言
の
一

院
と
な
っ
た e

15
世
紀
ご
ろ
に
は 、

寺
は
荒
廃
し
て
諸
方
に
礎
石
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
と
あ
る 。

そ
の
後
草
庵
が
営

立
れ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る 。

大
正
6

年 、

躙
本
堂
の
前
面
（
南
方）

の
水
田

下
よ
り
多
数
の
礎
石
が
掘
り
出
さ
れ 、
一

部
が
売
抑
さ
れ
て
問
題
と
な
り 、

こ
う

し
た
事
情
か
ら
大
正
10
年
3
月 、

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る 。

こ
の
指
定
地
の
一

部
を
導
水
路
が
通
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
の
で 、

調
査
地
と
し
て
選
ん
だ
も
の
で

あ
る 。

な
お
川
原
寺
の
南
に
接
す
る
大
字
橘
小
字
北
ノ
門
は 、

導
水
路
墜
道
出
ロ

予
定
地
と
な
っ
て
い
る
の
で 、

併
せ
て
調
査
を
行
っ
た 。

は

こi
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二 二 こ こ こ Ｘ

調
査
に
よ
っ
て
、
礎
石
は
す
べ
て
原
位
置
心
完
存
し
て
お
り
、
入
側
列
の
礎
石
の

す
べ
て
に
地
覆
の
取
付
痕
跡
が
あ
り
、
法
隆
寺
金
堂
の
ょ
う
に
身
舎
の
全
体
に
低

い
大
き
な
仏
壇
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。
ま
た
現
本
堂
の
後

方
で
し
ら
べ
た
結
果
、
側
柱
心
よ
り
基
壇
縁
ま
で
1
1
尺
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

し
た
が
づ
し
基
埴
・
全
体
の
大
き
さ
は
東
川
7
9
尺
、
南
北
6
3
尺
と
推
定
さ
れ
た
。
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三
　
西
　
　
金
　
　
堂

　
申
金
堂
の
西
南
方
、
塔
址
と
対
称
の

位
訳
に
あ
る
水
田
で
は
、
大
正
1
4
年
度

の
調
査
の
際
、
廸
物
の
遺
構
に
関
連
す

る
と
考
え
ら
れ
る
石
敷
が
検
出
さ
牡
て

い
か
Ｔ
今
回
ふ
た
た
び
こ
の
石
敷
を
発

掘
し
、
そ
の
連
り
を
追
跡
し
た
結
果
、

こ
牡
が
京
西
4
9
尺
、
南
北
7
2
尺
の
長
方

形
の
区
別
を
も
っ
て
綬
っ
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
た
△
翁
‥
敗
の
帽
に
約
５
尺
、

そ
の
外
側
に
２
尺
ば
か
り
の
溝
が
つ
く

ら
牡
て
い
る
。
ま
た
東
西
両
辺
の
中
央

に
に
階
段
痕
跡
が
遺
存
し
て
い
る
。
基

壇
上
面
を
甚
だ
し
く
け
ず
ら
淑
、
礎
石

跡
な
ど
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
状
況
か
ら
、
こ
こ
に
南
北
に
細
長

い
毬
物
の
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

出
土
位
置
、
規
模
な
と
が
ら
推
し
て
こ
牡
は
、
塔
と
相
対
し
て
誰
か
れ
だ
西
金
堂

の
遺
構
で
あ
る
う
と
考
え
ら
れ
た
。

　
　
　
四
　
　
　
塔

中
金
堂
の
東
南
、
西
金
堂
の
東
に
従
来
東
塔
址
と
推
定
さ
れ
て
い
た
塚
状
の
地

２４
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盛
が
あ
る 。

上
而
に
は
17

個
の
礎
石
が
遺
存
し
て
い
た
が 、

清
掃
し
て
み
る
と
礎

石
が
区
劃
す
る
外
側
に 、

凝
灰
灼
切
石
の
敷
石
が
遺
存
し
て
い
た 。

周
囲
を
掘
り

下
げ
た
結
果 、
一
辺
38
尺
の
壇
上
積
の
焔
壇
が
見
出
さ
れ 、

そ
の
外
2
尺
を
隔
て

て
幅
2

尺
の
雨
落
溝
が
め
ぐ
っ
て
い
る
3

基
壇
は
東
西
両
側
に
階
段
が
設
け
ら
れ

て
い
る ＞

地
覆
に
は
花
尚
岩
が 、

羽
目
石 、

束
石 、

葛
石
に
は
凝
灰
岩
切
石
が
用

い
ら
れ
て
い
る ＞

周
辺
の
土
層
の
堆
積
状
況
そ
の
他
か
ら
上
面
の
礎
石 、

敷
石
と

共
に
某
痘
も
鎌
倉
時
代

に
群
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
朗
ら
か
と

な
っ
た 。

創
建
時
の
塔

は 、

両
建
に
際
し
て
上

面
を
徹
底
的
に
破
壊
さ

れ
て
い
る
の
で
心
礎
を

除
い
て
は
全
く
判
ら
な

か
っ
た 。

も
と
の
心
礎

は
再
建
時
に
お
か
れ
た

心
礎
の
4

尺
下
に
あ
り 、

ほ
ぼ
不
雲
辺
四
角
形
の

平
而
を
示
し 、

東
酉
7

尺 、

南
北
6
尺
を
澗
る
3

中
央
に
は
径
3
尺
の
洩

い
円
形
の
柱
請
限
を
一

段
つ
く
つ
て
い
る 。

心

礎
に
は
舎
利
孔
な
ど
の
施
設
を
全
く
欠
い
て
い
る 。

心
礎
南
辺
中
央
部
よ
り

約
8

寸
南
で 、

心
礎
上
面
と
高
さ
の
均
し
い
位
置
か
ら
銀
銭
の
半
欠
1

個
と
金
銅
製
円

板
2

枚
が
検
出
さ
れ
た 。

前
者
は
滋
賀
県
崇
福
寺
心
礎
出
士
の
舎
利
に
伴
っ
た
銀

銭
と
同
製
同
大
で
中
央
に
小
方
孔
を
穿
つ
て
い
る 。

金
銅
板
も
径
8

ば
か
り
の
貨

幣
状
の
ら
の
で
あ
る
が
中
央
に
孔
は
み
ら
れ
な
い 。

塔
の
構
築
に
際
し
て
は
基
壇
の
範
囲
を
掘
り
凹
め 、

こ
れ
に
粘
士
を
た
た
き
し

め
て
壇
を
盛
り

上
げ
た 。

そ
し
て
ふ
た
た
び
そ
の
中
央
部
に
心
礎
を
入
れ
る
坑
を

酉
方
か
ら
堀
り 、

そ
の

上
而
を
当
時
の
地
表
と

ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
し
て

心
礎
を
据
え
つ
げ 、

心

柱
を
立
て
た
後 、

こ
の

坑
を
埋
め
て
い
る
と
い

う
状
況
が
康
わ
れ
る 。

創
建
時
の
礎
石
は
再
建

に
あ
た
っ
て 、

基
壇
周

辺
に
坑
を
ほ
つ
て
こ
れ

に
落
し

込
ん
で
い
た し

現
在
の
川
原
寺
本
常

の
南
160
尺 、

県
道
よ
り

90
尺
北
に
巾
門
址
が
発

---:/［ 

中

[ I I l 
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て
い
る
U

こ
の
図
廊
が
印
金
韮
に
取
付
く
か 、

中
門
の
東
西
両
脇
か
ら

東
西
に
連
り 、

塔
と
西
金

堂
を
か
こ
ん
で
北
に
続
い

講
常
に
取
付
い
て
い
た
か
は 、

第

：二
次
の
調
査
を
候
に
ね
ば
な
ら
な
い

。

中
I
に
と
り
つ
い
て
い
る
南
回
廊
は 、

大

正
6
年
の
調
査
の
時
に
そ
の
存
在
が
確
め
ら
れ
て
い
た
が 、

今
回
中
門
の
東
側
を

6
 

発
堀
し 、

南
北
21
尺 、

東
西
107
尺
の
基
壇
に
桁
行 、

梁
行
と
も
に
2
尺
の
16
個
の

ー

礎
石
列
を
検
出
し
た 。

東
回
廊
は
南
の
角
か
ら
塔
の
東
側
ま
で
を
堀
つ
た
が 、

南

回
廊
同
様
の
桁
行 、

梁
行
で
あ
る
こ
と
を
確
め
た 。

し
か
し
こ
の
部
分
の
破
駁
は

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

第五図 l)り金常とこ-..,')
ー

ト工燿り

, -

ノ‘

廊

見
さ
れ
た

。

礎
石
は
全
く

な
く 、

某
壇
も
殆
ん
ど
削

ら
れ
て 、

輻
4
尺
の
雨
落

石
敷
に
よ
っ
て
そ
の
規
模

を
知
り

得
た
に
止
主
つ
た

3

間
ロ
46
尺 、

奥
行
33
尺
で 、

痕
跡
か
ら
晶
境
主
わ
り
に

凝
灰
岩
の
化
粧
を
施
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る 。

植

々
の
状
況
を
綜
合
し
て
中

門
は
3
間
2
間
の
建
物
で

あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

蜆
在
川
原
寺
の
南
方
を
東
西
に
走
る
県
道
は 、

明
治
末
年
川
原
寺
の
往
年
の
築

士
垣
の
線
に
沿
つ
て
つ
く
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る 。）

こ
れ
と 、

醗
本
堂
へ
の
参

道
の
交
点
附
近
か
ら
立
派
な
造
り
出
し
の
あ
る
礎
石
が
出
士
し 、

或
る
ら
の
は
売

却
さ
れ 、
あ
る
し
の
は
橘
寺
に
連
び
こ
ま
れ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
の
結
果 、

こ
こ

に
間
ロ
30
尺 、
臭
行
20
尺
の
八
脚
門
址
と
推
定
さ
ハ
る
遺
構
が
出
士
し 、
北
辺
丙
側

に
遣
仔
す
る
2
個
の
礎
石
が
検
出
さ
れ
た

。

位
開
か
ら
見
て 、

こ
れ
が
川
原
寺
南

門
址
に
あ
た
る

1
J

と
は
疑
な
い

。

南
門
の
南
正
面
に
は
輻
10
尺
の
石
敷
参
道
が
南

に
走
り 、

南
方
の
橋
寺
よ
り
を
東
西
に
走
る
古
追
（
現
在
は
水
田
に
9`(

→
―.
J

い．
丁）

じ

南

門

徹
底
的
に
な
さ
れ
て
い
て
蜆
存
す
る
礎
石
は
3
個
に
す
ぎ
な
い

。

西
回
廊
は
大
正

14
年
の
調
査
で
礎
石
列
が
確
認
さ
れ
て
い
た
が 、

西
金
堂
と
の
関
連
を
確
め
る
た

め
に
発
掘
し
た 。

そ
の
結
果
西
金
堂
址
酉
の
角
よ
り

38
尺
酉
に
地
覆
座
つ
き
の
回

廊
礎
石
と 、

そ
れ
に
連
続
し
て
扉
軸
受
を
心
つ
肝
居
敷
の
石
が
そ
れ
ぞ
れ
2

組
南

北
に
並
び 、

東
に
12
尺
ば
か
り

並
行
し
て
方
形
柱
座
の
あ
る
礎
石
列
が
あ
る
こ
と

が
判
朋
し
た
3

-）
の
こ
と
か
ら
西
匝
廊
の
こ
の
位
置
（
中
金
堂
前
面
の
西
側
）

に

回
廊
か
ら
外
に
開
<
rll
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た 。

回
廊
の
内
庭
側
に
は 、

柱
心
か
ら
約
5
尺
で
凝
灰
岩
切
石
を
用
い
た
基
壇
と 、

玉

石
を
敷
き
並
べ
た
阻
落
溝
が
良
く
残
っ
て
お
り 、

外
側
某
埴
は
玉
石
積
の
簡
単
な

も
の
で
あ
る 。

な
お
伽
藍
中
軸
線
よ
り

外
側
柱
列
ま
で

130
尺 、

丙
金
堂
お
よ
び
塔

の
巾
心
ま
で
65
尺
で
あ
る
。

以
上
の
中
金
堂 、

西
金
堂 、

塔 、

中
門 、

回
廊
は
梱

災
の
疵
跡
を
示
し
て
い
る 。

建
久
2
年
の
火
災
の
記
事
が
こ
れ
に
当
る
も
の
と
息

う
し

る
。

J
J
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か
ら
、
川
原
寺
に
参
詣
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
上
と
が
推
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
八
　
伽
藍
創
建
前
の
遺
構

　
各
建
物
の
実
測
終
了
後
、
地
層
の
検
討
に
当
っ
て
西
金
堂
の
西
南
隅
の
下
端
か

ら
東
西
約
2
0
尺
に
南
北
約
1
0
尺
の
矩
形
の
石
敷
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
東
辺
か
ら
２

本
の
溝
が
東
に
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
南
側
の
溝
は
東
に
進
ん
で
中
門
北

辺
の
中
央
ま
で
連
な
り
、
こ
こ
で
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
北
側
の
溝
は
東
に
2
2
尺
行

ツ
に
東
北
に
曲
折
し
、
更
に
5
6
尺
ば
か
り
続
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
の

溝
は
内
側
か
1
.
5
尺
ば
か
り
の
暗
渠
で
、
玉
石
を
積
ん
で
築
か
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
3
0
尺

お
き
に
６
尺
ば
か
り
の
長
さ
の
開
渠
の
部
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
溝
中
で
、

下
駄
、
櫛
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。
溝
は
西
金
堂
の
建
設
に
よ
っ
て
破
壊
さ
牡
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
川
原
寺
創
建
時
以
前
の
遺
構
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
溝
は
埋
土
の
中
に
築
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
埋
土
の
下
に

は
池
、
あ
る
い
は
沼
に
堆
積
し
た
と
思
わ
れ
る
青
色
粘
土
が
あ
り
、
こ
の
泥
土
巾
に

木
片
や
陶
質
土
器
、
土
師
器
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
青
色
粘
土
の
堆
積
は
今

回
の
調
査
地
域
の
う
ち
、
南
門
址
以
北
の
仝
域
に
わ
た
る
広
範
囲
な
も
の
で
あ

る
。
泥
土
中
に
は
飛
鳥
時
代
の
陶
質
土
器
や
土
師
器
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
上
に
埋
土
を
置
い
た
の
は
飛
鳥
時
代
末
あ
る
い
ば
、
そ
の
直
後
の
時
期
で
あ
し

か
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
も
埋
立
地
に
築
か
れ
た
溝
を
伴
う
遺
構
が
、
川
原
寺
の

創
建
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
規
模
な
埋
立
と
、
そ
の
上

に
築
か
れ
た
遺
構
ぽ
伝
え
ら
れ
る
川
原
宮
と
関
係
す
る
心
の
で
あ
る
可
能
性
が
強

へ
）

し

川
原
寺
第
一
次
第
二
次
調
査
概
報

　
　
　
　
　
九
　
橘
　
寺
　
北
　
門

　
川
原
寺
南
門
よ
り
南
約
1
7
0
尺
に
、
川
原
寺
伽
藍
南
北
軸
線
上
に
一
致
し
て
橘
寺

北
門
址
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
川
原
寺
と
橘
寺
の
間
を
東
西
に
走
る
古
道
に
南

接
し
た
崖
上
に
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
間
口
３
問
2
5
尺
、
側
而
２
間
1
4
尺
の
八
脚

門
の
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
南
側
に
は
雨
落
溝
が

第六図　川原寺創建時の瓦一組
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の
よ
う
な
門
と
策

地
の
存
在
に
北
門

址
よ
り 、

橘
寺
の

北
限
が
確
か
め
ら

れ
た
こ
と
は
寺
地

の
範
囲
を
確
認
し

た
点
で
注
目
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い

。

こ
の
北
1
址
と
築
地
跡
に
共
に
鎌
倉
時
代
再
建
の
も
の
の
遺
跡
で 、

こ
の
北
門
址

の
下
に
は
よ
り
古
い
1
の
遺
跡
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

。

そ
の
礎
石
は
鎌
倉
の

再
建
の
際
す
べ
て
取
除
か
れ
て
い
る
が 、

南
辺
と
西
辺
で
確
め
た
結
果 、

古
い
門

の
焔
壇
の
方
が
約
1

尺
大
き
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た

。

鎌
倉
再
建
前
の
築
地
も

後
の
も
の
と
同
じ

位
買
で
重
つ
て
い
た

3

古
い
方
の
門
が
建
て
ら

れ
た
時
期
の
上

限
を
知
る
手
掛
り

は
は
と
ん
ど
な
か
っ
た
が 、

で
は
あ
り
え
な
い

。

少
く
と
も
平
安
後
期
を
降
る
も
の

人が
艮
川
立
文
化
財
研
究
所
年
報

,

f
f'
巫

第ヒ図 橘
_-/-. 
ヽj• じb- 「］

部
に
取
り

付
い
た

幅
5

尺
の
築
地
基

部
が
検
出
さ
れ
た

。

策
地
跡
は
北
門
か

ら
東
へ

100
尺
ほ
ど

追
跡
し
た
が 、

酉
両
辺
で
は
中
心

遺
つ
て
お
り 、

東

川
原
寺
出
土
遺
物
は 、

塔
や
溝
で
ふ
れ
に
J
J

の
以
外
は
瓦
が
大
部
分
で 、

他
に

若
＋
の
金
銅
金
具 、

土
師
質
位
附
皿 、

瓦
器
片 、

陶
磁
器
片 、

釘
な
ど
が
あ
げ
ら

し
る

。
瓦
は
八
葉
複
弁
蓮
華
文
の
外
緑
に
而
違
い
鋸
図
文
を
続
ら
し
た
軒
丸
瓦
と 、

九
と
対
に
な
る
四
重
弧
文
町
平
瓦
が
最
も
多
く

見
出
さ
れ 、

こ
の
一

対
が
創
建
当

初
に
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
3

そ
の
他
に
各
地
点
か
ら
平
安
前
期
か
ら

巾
期
末
に
か
け
て
の
数
種
の
瓦
が
出
土
し
て
い
て 、

伽
藍
が
そ
の
頃
ま
で
出
創
建

時
の
規
模
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る 。

建
久
2

年
に
羅
災
し
て
後 、

巾
金

堂 、

塔
が
再
建
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ら
の
遺
跡
附
近
で
多
董
の
録
倉
時
代
の
瓦
が

畠
士
す
る
こ
と
か
ら

知
ら
れ
る 。

さ
ら
に
畠
土
瓦
の
様
式
に
よ
っ
て 、

塔
は
窒
附

時
代
ま
で
も
存
続
し
江
戸
時
代
初
期
以
前
に
焼
失
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が

出
来
る 。

中
門 、

南
門
心
鎌
倉
以
後
に
再
建
さ
れ 、

江
戸
ま
で
も
小
規
模
な
が
ら

存
し
た
心
の
ら
し
い

。

東
回
廊
の
南
端
で
は 、

従
来
橘
寺
で
多
く
出
土
し
て
い
る
埴
仏
と
同
沌
の
域
仏

破
片
が
1

個
検
出
さ
れ
た 。

橘
寺
北
門
址
で
は 、

鎌
倉 、

窒
町
の
瓦
が
多
く
出
土
し
て
こ
の
門
が
鎌
倉
に
再

建
さ
れ 、

室
町
時
代
中
頃
に
戦
訊
で
焼
失
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
3

下
層
の
古

い
門
は
平
安
後
期
の
瓦
が
間
瞭
に
み
ら
れ
る
他
に
は 、

複
弁
の
奈
良
時
代
よ
で
遡

り
得
る
軒
丸
瓦
片
が
2

個
み
ら
れ
た
程
笈
で 、

そ
の
上
限
を
明
確
に
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た

。
1

0 、

遺

物

（
坪

几

泊

足）
-

J
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