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は
じ
め
に

『
民
俗
文
化
』
誌
上
に
、
北
海
道
か
ら
八
重
山
諸
島
ま
で
の
「
甍
紀
行
」
を
八
回
書
き
続

け
た
。
初
め
て
の
地
域
も
多
く
、
近
世
か
ら
近
代
の
瓦
に
つ
い
て
の
眼
を
開
か
れ
る
「
発
見
」

も
何
度
か
あ
り
、
調
査
そ
の
も
の
は
楽
し
か
っ
た
が
、
お
な
じ
思
い
を
何
回
か
抱
い
た
。

「
半
日
、
軒
先
の
瓦
を
眺
め
た
だ
け
で
、
何
か
わ
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
」

こ
う
し
た
申
し
訳
な
さ
が
つ
き
ま
と
い
、
帰
っ
た
ら
奈
良
の
近
世
以
降
の
屋
根
を
じ
っ
く

り
観
察
し
た
い
。
そ
し
て
、
あ
れ
こ
れ
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
定
年
ま
で
そ
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。

平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
か
ら
地
元
で
始
め
た
調
査
で
は
、
鬼
瓦
の
銘
文
を
お
も
な
対

象
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
退
職
後
の
か
た
づ
け
も
一
段
落
し
た
が
、
家
に

籠
っ
て
ば
か
り
で
は
良
く
な
い
。
そ
こ
で
、
花
粉
の
脅
威
も
薄
れ
た
五
月
一
日
か
ら
、
夕
方

に
近
く
の
寺
社
を
自
転
車
で
回
る
こ
と
に
し
た
。

近
所
の
鬼
瓦
に
銘
文
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
正

月
や
、
年
に
二
回
ほ
ど
掃
除
で
訪
れ
る
桜
井
市
池
之
内
の
氏
神
様
、
式
内
稚
櫻
神
社
境
内
の

仮
宮
の
鬼
瓦
に
「
文
化
弐
歳
（
一
八
〇
五
）　
丑
四
月
下
旬
　
細
工
人
　
戒
重
　
瓦
屋
　
彌

七
良
」
と
い
う
ヘ
ラ
書
き
が
あ
っ
た
（
図
１
）。

神
社
の
す
ぐ
西
の
旧
家
Ｕ
家
の
鬼
瓦
に
も
、
年
号
は
な
い
も
の
の
「
瓦
主
　
戒
重
　
弥
七

良
（
花
押
）　
常
瓦
新
」
や
「
カ
イ
　
瓦
屋
　
常
瓦
新
作
」「
戒
ヤ
　
常
シ
ン
作
」（
図
２
）

「
横
伊
」
な
ど
、
当
時
の
私
に
と
っ
て
は
暗
号
の
よ
う
な
銘
文
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。

そ
こ
で
少
し
気
を
つ
け
て
近
所
の
寺
を
巡
る
と
、
銘
文
や
刻
印
を
残
す
例
が
か
な
り
あ
る
。

そ
し
て
、
う
ま
く
い
け
ば
、
資
料
と
し
て
ま
と
ま
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

今
に
な
っ
て
思
う
と
、
こ
れ
が
手
つ
か
ず
の
宝
の
山
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
…
。

小
型
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
と
パ
ソ
コ
ン
の
お
か
げ
で
、
重
い
望
遠
レ
ン
ズ
な
し
で
も
銘
文

を
拡
大
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
大
き
い
。
最
初
、
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
か
っ
た

民
家
に
も
結
構
残
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
村
の
鎮
守
や
寺
に
近
い
草
分
け
の

家
、
旧
街
道
沿
い
の
煙
出
し
や
鳥
衾
の
つ
い
た
家
は
要
注
意
で
あ
る
。
葺
き
替
え
た
場
合
で

も
、
家
の
古
さ
を
物
語
る
証
人
と
し
て
、
大
切
に
残
し
て
い
る
例
が
多
い
の
に
も
驚
い
た
。

そ
の
一
方
、
池
之
内
の
天
理
教
磐
余
分
教
会
の
「
山
田
村
　
宗
七
」
作
の
鬼
瓦
の
よ
う

や
ま
と
・
ま
ほ
ろ
ば
・
甍
紀
行

―
鬼
瓦
の
銘
文
か
ら
た
ど
る
近
世
瓦
屋
の
成
立
・
展
開
か
ら
終
焉
ま
で
―
第
一
部

大

　脇

　
　
　潔

図1　細工人　戒重　瓦屋　彌七良

図2　戒ヤ　常シン作
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し
、
鬼
瓦
は
動
産
な
の
で
改
築
や
移
築
な
ど
で
当
初
の
建
物
か
ら
移
動
し
た
鬼
瓦
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
分
布
を
検
討
す
る
際
は
聞
き
取
り
調
査
な
ど
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
一
九

世
紀
中
頃
以
降
の
民
家
へ
の
瓦
葺
き
の
普
及
に
伴
い
、
中
古
の
瓦
を
売
買
す
る
古
物
商
の
存

在
も
大
坂
な
ど
で
は
知
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
銘
文
は
鬼
瓦
の
左
右
側
面
に
書
く
こ
と
が
多
く
、
ま
た
数
行
に
わ
た
る
場
合
も
あ

る
。
そ
の
全
文
の
釈
読
は
銘
文
集
成
に
ゆ
ず
り
、
以
下
、
本
文
中
で
は
向
か
っ
て
右
側
面
の

銘
文
か
ら
始
め
、
改
行
の
場
合
も
一
行
に
ま
と
め
、
か
つ
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
分
ち
書
き

に
し
た
。
な
お
鬼
瓦
の
両
側
面
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
作
り
手
の
目
線
か
ら
見

て
の
左
右
、
つ
ま
り
向
か
っ
て
右
側
面
（
Ｒ
）、
左
側
面
（
Ｌ
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

調
査
範
囲
（
図
4
）

初
め
は
自
転
車
で
回
れ
る
範
囲
で
始
め
た
。
銘
文
を
見
つ
け
た
時
の
う
れ
し
さ
は
何
物
に

も
代
え
が
た
く
、
ま
た
、
あ
る
瓦
屋
の
縄
張
が
広
が
っ
て
い
く
の
を
確
か
め
る
の
も
胸
が
踊

る
。
と
い
う
こ
と
で
、
だ
ん
だ
ん
の
め
り
込
み
、
初
め
は
四
〇
年
来
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る

昔
の
磯
城
郡
（
式
上
・
式
下
・
十
市
郡
）
と
高
市
郡
域
を
対
象
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た

が
、
次
々
と
別
の
瓦
屋
や
瓦
師
・
細
工
人
の
存
在
が
判
明
し
、
そ
れ
を
追
い
か
け
て
い
く

と
、
終
わ
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
も
う
自
転
車
で
は
回
り
切
れ

な
い
。

夏
の
奈
良
盆
地
を
自
転
車
で
走
る
の
は
つ
ら
い
。
冬
も
か
な
り
厳
し
く
、
秋
の
陽
は
釣
瓶

落
と
し
。
と
い
う
こ
と
で
、
杉
の
花
粉
が
少
な
く
な
っ
た
五
月
初
め
か
ら
夏
ま
で
の
間
が
最

適
期
で
あ
る
。
調
査
に
は
一
〇
倍
程
度
の
双
眼
鏡
と
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
そ
れ
に
一
脚
式
の

カ
メ
ラ
ス
タ
ン
ド
を
つ
け
れ
ば
ベ
ス
ト
で
あ
る
。
花
粉
が
怖
い
期
間
は
マ
ス
ク
を
か
け
る
。

こ
れ
に
く
た
び
れ
た
帽
子
を
被
り
、
死
角
を
避
け
、
ベ
ス
ト
ア
ン
グ
ル
を
探
し
て
ど
こ
へ
で

も
入
り
込
む
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
度
か
不
審
の
目
で
見
ら
れ
た
。
年
寄
り
だ
か
ら
怪
し
ま

に
、
私
が
撮
っ
た
写
真
が
遺
影
に
な
っ
た
例

も
あ
る
（
図
３
）。
こ
の
鬼
瓦
に
年
号
は
な

い
が
、
宝
珠
形
を
陰
刻
す
る
紋
様
や
宗
七
の

活
動
時
期
か
ら
推
定
す
る
と
、
一
九
世
紀
中

頃
に
民
家
用
に
量
産
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
例
を
み
る
と
、
も
っ
と
早
く

着
手
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
臍
を
噛
む
思
い
で

あ
る
。
四
五
年
前
に
桜
井
市
山
田
の
飛
鳥
資

料
館
の
宿
舎
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
頃
な

ら
、
よ
り
多
く
の
鬼
瓦
が
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
残
念
な
の
は
、
昭
和
五
二
年
か
ら
の
明
日
香
村
、
橿
原
市
、
桜
井
市
、
高
取
町
、

天
理
市
内
の
仏
像
の
悉
皆
調
査
で
あ
る
。
こ
の
時
は
五
〇
〇
を
こ
え
る
寺
や
無
住
の
会
所

寺
、
辻
堂
を
巡
っ
た
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
一
九
八
三
、
天
理
市
教
育
委

員
会
一
九
八
一
）。
今
思
え
ば
、
こ
の
時
、
鬼
瓦
の
銘
文
も
記
録
し
て
お
け
ば
、
よ
り
豊
か

な
情
報
が
残
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
筆
者
の
関
心
は
ま
だ
古
代
の
瓦
に

限
ら
れ
て
い
た
し
、
仏
像
の
調
査
法
を
習
得
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
屋
根
を
見
上
げ
る
ゆ
と

り
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
失
わ
れ
た
鬼
瓦
の
銘
文
は
多
く
、
そ
の
総
数
を
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
一
方
、
ま
だ
見
落
と
し
て
い
る
資
料
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回

の
報
告
は
「
今
回
見
つ
け
た
銘
文
か
ら
言
え
ば
、
以
下
の
結
論
に
な
る
」
と
か
、「
残
っ
て

い
る
資
料
で
は
、
こ
う
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
」、
つ
ま
り
「
今
の
と
こ
ろ
…
」
と
い
う

断
り
書
き
が
、
常
に
文
頭
に
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

ま
た
銘
文
は
、
ま
だ
粘
土
が
軟
ら
か
い
う
ち
に
刻
み
乾
燥
後
に
焼
成
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
鬼
瓦
と
銘
文
が
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
必
要
は
基
本
的
に
は
な
い
。
た
だ

図3　山田村宗七
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4　

調
査

範
囲

と
瓦

屋
の

分
布
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やまと・まほろば・甍紀行

る
さ
と
の
一
つ
で
も
あ
る
。
六
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
め
ま
で
の
瓦
は
、
こ
の
「
ま
ほ
ろ

ば
」
と
呼
ば
れ
た
三
山
地
域
の
寺
院
や
宮
殿
を
飾
る
た
め
に
作
ら
れ
発
展
し
た
。
本
稿
で

は
、
そ
の
お
な
じ
地
域
に
お
け
る
近
世
の
瓦
生
産
の
歴
史
を
、
鬼
瓦
や
留
蓋
・
鯱
に
刻
ま
れ

た
お
よ
そ
五
一
〇
例
の
紀
年
銘
や
そ
の
他
の
銘
文
、
そ
れ
に
軒
桟
瓦
な
ど
に
残
る
刻
印
を
手

が
か
り
に
、
で
き
る
だ
け
数
値
化
し
た
資
料
を
根
拠
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

江
戸
時
代
の
支
配
区
分

今
回
の
調
査
範
囲
は
大
名
の
一
円
支
配
地
で
は
な
く
、
高
取
藩
（
二
万
五
千
石
・
八
六

村
）・
郡
山
藩
（
一
五
万
一
千
石
、
二
一
六
村
、
う
ち
式
下
・
十
市
郡
内
四
七
村
）・
津
藩

（
二
七
万
九
五
〇
石
、
大
和
国
内
に
一
三
四
村
）・
久
居
藩
（
五
万
八
七
〇
〇
石
、
大
和
国
内

に
二
八
村
）・
戒
重
藩
（
の
ち
芝
村
藩
、
一
万
石
、
大
和
国
内
に
二
三
村
）・
柳
本
藩
（
一
万

石
、
三
一
村
）・
田
原
本
陣
屋
（
一
万
石
、
十
一
村
）
領
の
他
に
、
寺
社
領
や
幕
府
領
・
旗

本
領
が
錯
綜
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
な
か
に
は
十
市
郡
膳
夫
村
の
よ
う

に
、
旗
本
領
二
家
と
幕
府
領
・
寺
領
に
細
分
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
相
給
村
」
も
か
な
り
あ

る
。
さ
ら
に
、
膳
夫
村
も
そ
の
例
に
な
る
が
支
配
者
の
変
化
が
何
回
か
あ
っ
た
村
も
多
い
。

し
た
が
っ
て
、
近
世
都
市
で
あ
る
大
坂
や
堺
の
よ
う
に
「
瓦
屋
仲
間
」
な
ど
の
株
仲
間
は
成

立
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
嶋
谷
一
九
九
九
）。
堺
な
ど
で
多
数
み
ら
れ

る
長
方
形
で
居
住
地
と
姓
名
を
記
し
た
刻
印
が
、
あ
ま
り
見
つ
か
ら
な
い
の
も
そ
う
し
た
事

情
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
は
屋
根
を
見
上
げ
て
の
調

査
で
あ
る
か
ら
限
界
が
あ
り
、
史
料
の
調
査
も
未
着
手
な
の
で
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
地
域
の
近
世
史
に
つ
い
て
筆
者
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
各
地
に
多
数
残
る
庄
屋
な
ど

の
屋
敷
か
ら
受
け
る
の
は
、
余
裕
の
あ
る
農
家
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
で

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
他
地
域
に
く
ら
べ
、
奈
良
盆
地
は
天
災
や
戦
災
の
被
害
も
少
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
要
因
が
幸
い
し
て
多
数
の
寺
社
や
民
家
が
残
り
、
結
果
と
し
て

れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
け
れ
ば
警
察
に
通
報
マ
チ
ガ
イ
な
し
で
あ
る
。

調
査
は
最
終
的
な
分
析
の
精
度
を
考
え
る
と
空
白
地
帯
を
作
ら
な
い
悉
皆
調
査
が
望
ま
し

い
。
さ
ら
に
理
想
を
い
え
ば
奈
良
盆
地
全
体
を
俯
瞰
で
き
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
い
つ
ま
で
も

続
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ
で
四
回
歩
い
た
大
和
郡
山
市
の
城
下
町
の
例
や
、
奈
良

県
下
の
建
造
物
関
係
の
修
理
報
告
書
（
参
考
文
献
参
照
）、『
法
隆
寺
の
至
寶
　
瓦
』
編
の
研

究
成
果
（
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
一
九
九
二
）、
田
原
本
町
内
の
鬼
瓦
を
収
集
し

た
中
西
秀
和
さ
ん
や
（
中
西
二
〇
〇
八
）、
奈
良
県
下
の
銘
文
を
集
め
た
芦
田
淳
一
さ
ん
の

一
覧
表
（
芦
田
二
〇
〇
三
・
二
〇
一
七
）、
そ
れ
に
寺
農
織
苑
さ
ん
の
生
駒
郡
の
調
査
成
果

（
寺
農
二
〇
一
八
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
一
旦
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
こ
う

し
た
調
査
の
先
達
と
も
い
え
る
小
林
章
男
さ
ん
の
研
究
（
小
林
一
九
八
一
・
一
九
八
二
・
一

九
九
一
）
や
、
中
尾
正
治
・
高
橋
美
久
二
さ
ん
の
京
都
府
に
お
け
る
研
究
（
中
尾
・
高
橋
一

九
七
六
、
中
尾
一
九
九
三
）
に
も
多
く
学
ん
だ
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

現
時
点
で
の
調
査
範
囲
を
現
在
の
行
政
区
分
で
い
え
ば
、
桜
井
市
・
橿
原
市
・
明
日
香

村
・
高
取
町
の
ほ
ぼ
全
域
と
、
隣
接
す
る
天
理
市
・
田
原
本
町
・
大
和
高
田
市
・
御
所
市
の

一
部
を
含
む
地
域
と
な
り
、
畝
傍
・
耳
成
・
香
久
の
大
和
三
山
、
加
え
て
東
に
三
輪
山
や
、

音
羽
山
か
ら
多
武
峯
・
高
取
山
へ
と
続
く
山
々
、
西
に
二
上
山
や
葛
城
山
・
金
剛
山
の
山
並

み
を
遠
く
望
む
範
囲
と
な
る
。
こ
の
範
囲
を
本
稿
で
は
三
山
地
域
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

そ
し
て
こ
こ
に
は
、
古
代
に
遡
る
横
大
路
（
初
瀬
街
道
・
伊
勢
街
道
）
と
、
南
北
に
等
間
隔

に
走
る
上
ツ
道
（
上
街
道
）、
中
ツ
道
、
下
ツ
道
（
中
街
道
）
が
町
と
村
を
結
び
、
初
瀬
川

↓
大
和
川
、
寺
川
、
米
川
、
飛
鳥
川
、
高
取
川
、
曽
我
川
、
葛
城
川
、
高
田
川
も
一
部
流
通

に
利
用
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
お
よ
そ
五
〇
の
瓦
屋
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
図
４
）。
な
お
比
較
検
討
の
た
め
、
奈
良
市
、
宇
陀
市
の
大
宇
陀
町
、
大
淀
町
、
五
條
市
、

葛
城
市
、
香
芝
市
、
広
陵
町
、
王
寺
町
の
一
部
を
踏
査
し
た
成
果
も
参
考
と
し
た
。

三
輪
山
や
大
和
三
山
を
望
む
地
域
は
、
古
代
の
王
宮
が
営
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
瓦
の
ふ
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やまと・まほろば・甍紀行

い
た
瓦
葺
き
が
勝
手
次
第
と
な
り
、
そ
の
後
し
だ
い
に
民
家
へ
瓦
葺
き
が
普
及
す
る
と
い

う
、
そ
の
実
像
が
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
　
鬼
瓦
と
は
な
に
か

１
　
鬼
板
・
鬼
瓦
と
い
う
名
称

ま
ず
『
広
辞
苑
』
で
鬼
板
を
引
く
と
、「
鬼
瓦
の
代
り
に
用
い
る
木
製
の
棟
飾
り
。
銅
板

で
包
む
こ
と
も
あ
る
」
と
あ
り
、
弘
前
城
天
守
の
よ
う
に
本
瓦
葺
き
を
銅
板
で
模
し
た
屋
根

の
、
瓦
製
以
外
の
「
鬼
瓦
」
は
鬼
瓦
と
呼
べ
な
い
と
い
う
の
が
編
集
者
の
理
解
の
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
鬼
瓦
は
鬼
板
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
今
回
見
出
し
た
、
大
和
高
田
市
常

光
寺
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
銘
を
も
つ
鬼
瓦
に
「
高
田
常
光
寺
鬼
板
八
枚
内
　
十
市
郡

田
原
本
瓦
屋
八
兵
衛
作
之
」
と
い
う

銘
文
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
瓦
師
の

中
に
は
瓦
製
の
鬼
瓦
を
「
鬼
板
」
と

呼
ぶ
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
図
５
）。
ま
た
鬼
瓦
を
専
門
に
作
る

職
人
の
こ
と
を
今
は
「
鬼
師
」
と
い

う
が
、
昔
は
「
鬼
板
師
」
と
呼
ん
だ

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
長
野
市
立

博
物
館
一
九
九
八
、
高
原
二
〇
一

〇
）。
な
お
鬼
瓦
に
つ
い
て
は
、
貞

治
二
年
（
一
三
六
三
）
銘
を
も
つ
生

駒
市
長
弓
寺
本
堂
の
鬼
瓦
に
「
モ
コ

シ
ノ
オ
モ
オ
ニ
」
と
あ
る
の
が
今
の

鬼
瓦
も
多
数
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
絶
好
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
筆
者
は
住
ん
で
い
た

こ
と
に
な
る
。

瓦
工
た
ち
の
生
き
た
証
し

今
回
集
め
た
銘
文
は
、
文
末
の
年
表
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
昭
和

二
〇
年
代
ま
で
に
、
五
〇
ば
か
り
の
村
の
瓦
屋
で
汗
を
流
し
た
一
〇
〇
人
を
こ
え
る
瓦
工
た

ち
の
生
き
た
証
し
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
常
門
村
の
新
兵
衛
の
よ
う
に
九
〇
例
以
上
の
銘

文
を
残
し
た
腕
自
慢
の
瓦
師
や
、
鳥
屋
村
住
人
の
藤
田
佐
介
や
「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
」

と
名
乗
り
、
各
地
を
渡
り
歩
い
た
細
工
人
の
存
在
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
歩
き
始
め
た
頃
に

は
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
残
し
た
文
字
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
奈
良
盆
地
南
半
に
お
け
る
近
世
瓦
屋
の
成
立
か
ら
展

開
、
そ
し
て
終
焉
に
至
る
歴
史
の
一
端
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

近
世
瓦
屋
の
成
立
は
、
そ
れ
ま
で
寺
院
、
宮
殿
・
官
衙
、
さ
ら
に
城
郭
に
限
定
さ
れ
て
き

た
瓦
の
使
用
が
、
初
め
て
民
家
に
及
ん
だ
と
い
う
点
が
一
つ
の
指
標
に
な
る
。
京
都
・
大

坂
・
伏
見
・
堺
な
ど
の
富
裕
な
商
家
の
土
蔵
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
主
屋
に
及
ん
だ
こ
と

が
、
初
期
の
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
や
発
掘
成
果
か
ら
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
大
脇
二
〇
一

三
）。
こ
う
し
た
都
市
に
続
い
て
、
寺
内
町
で
あ
る
今
井
町
（
制
度
上
、
正
し
く
は
今
井
村
。

田
原
本
町
や
三
輪
町
な
ど
も
お
な
じ
）
か
ら
、
三
山
地
域
の
定
期
市
や
街
道
筋
に
発
展
し
た

三
輪
村
や
田
原
本
村
・
高
田
村
・
御
所
村
の
町
家
へ
、
そ
し
て
や
が
て
は
近
在
の
純
農
村
へ

も
瓦
葺
き
で
煙
出
し
を
も
つ
主
屋
が
普
及
し
た
こ
と
が
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
中
世
か
ら
続
く
諸
宗
派
の
寺
院
に
加
え
て
、
寺
請
制
度
で
確
立
し

た
村
内
の
檀
那
寺
も
、
し
だ
い
に
瓦
葺
き
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
図
４
と
年
表
、
さ
ら

に
年
表
を
図
化
し
た
図
49
‐
1
・
2
・
3
か
ら
想
定
で
き
る
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
、
土
蔵
造
り
、
塗
屋
、
瓦
屋
根
の
普
及
な
ど
の
政
令
が
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
禁
止
さ
れ
て
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い
た
瓦
葺
き
が
勝
手
次
第
と
な
り
、
そ
の
後
し
だ
い
に
民
家
へ
瓦
葺
き
が
普
及
す
る
と
い

う
、
そ
の
実
像
が
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
　
鬼
瓦
と
は
な
に
か

１
　
鬼
板
・
鬼
瓦
と
い
う
名
称

ま
ず
『
広
辞
苑
』
で
鬼
板
を
引
く
と
、「
鬼
瓦
の
代
り
に
用
い
る
木
製
の
棟
飾
り
。
銅
板

で
包
む
こ
と
も
あ
る
」
と
あ
り
、
弘
前
城
天
守
の
よ
う
に
本
瓦
葺
き
を
銅
板
で
模
し
た
屋
根

の
、
瓦
製
以
外
の
「
鬼
瓦
」
は
鬼
瓦
と
呼
べ
な
い
と
い
う
の
が
編
集
者
の
理
解
の
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
鬼
瓦
は
鬼
板
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
今
回
見
出
し
た
、
大
和
高
田
市
常

光
寺
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
銘
を
も
つ
鬼
瓦
に
「
高
田
常
光
寺
鬼
板
八
枚
内
　
十
市
郡

田
原
本
瓦
屋
八
兵
衛
作
之
」
と
い
う

銘
文
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
瓦
師
の

中
に
は
瓦
製
の
鬼
瓦
を
「
鬼
板
」
と

呼
ぶ
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
図
５
）。
ま
た
鬼
瓦
を
専
門
に
作
る

職
人
の
こ
と
を
今
は
「
鬼
師
」
と
い

う
が
、
昔
は
「
鬼
板
師
」
と
呼
ん
だ

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
長
野
市
立

博
物
館
一
九
九
八
、
高
原
二
〇
一

〇
）。
な
お
鬼
瓦
に
つ
い
て
は
、
貞

治
二
年
（
一
三
六
三
）
銘
を
も
つ
生

駒
市
長
弓
寺
本
堂
の
鬼
瓦
に
「
モ
コ

シ
ノ
オ
モ
オ
ニ
」
と
あ
る
の
が
今
の

鬼
瓦
も
多
数
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
絶
好
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
筆
者
は
住
ん
で
い
た

こ
と
に
な
る
。

瓦
工
た
ち
の
生
き
た
証
し

今
回
集
め
た
銘
文
は
、
文
末
の
年
表
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
昭
和

二
〇
年
代
ま
で
に
、
五
〇
ば
か
り
の
村
の
瓦
屋
で
汗
を
流
し
た
一
〇
〇
人
を
こ
え
る
瓦
工
た

ち
の
生
き
た
証
し
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
常
門
村
の
新
兵
衛
の
よ
う
に
九
〇
例
以
上
の
銘

文
を
残
し
た
腕
自
慢
の
瓦
師
や
、
鳥
屋
村
住
人
の
藤
田
佐
介
や
「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
」

と
名
乗
り
、
各
地
を
渡
り
歩
い
た
細
工
人
の
存
在
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
歩
き
始
め
た
頃
に

は
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
残
し
た
文
字
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
奈
良
盆
地
南
半
に
お
け
る
近
世
瓦
屋
の
成
立
か
ら
展

開
、
そ
し
て
終
焉
に
至
る
歴
史
の
一
端
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

近
世
瓦
屋
の
成
立
は
、
そ
れ
ま
で
寺
院
、
宮
殿
・
官
衙
、
さ
ら
に
城
郭
に
限
定
さ
れ
て
き

た
瓦
の
使
用
が
、
初
め
て
民
家
に
及
ん
だ
と
い
う
点
が
一
つ
の
指
標
に
な
る
。
京
都
・
大

坂
・
伏
見
・
堺
な
ど
の
富
裕
な
商
家
の
土
蔵
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
主
屋
に
及
ん
だ
こ
と

が
、
初
期
の
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
や
発
掘
成
果
か
ら
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
大
脇
二
〇
一

三
）。
こ
う
し
た
都
市
に
続
い
て
、
寺
内
町
で
あ
る
今
井
町
（
制
度
上
、
正
し
く
は
今
井
村
。

田
原
本
町
や
三
輪
町
な
ど
も
お
な
じ
）
か
ら
、
三
山
地
域
の
定
期
市
や
街
道
筋
に
発
展
し
た

三
輪
村
や
田
原
本
村
・
高
田
村
・
御
所
村
の
町
家
へ
、
そ
し
て
や
が
て
は
近
在
の
純
農
村
へ

も
瓦
葺
き
で
煙
出
し
を
も
つ
主
屋
が
普
及
し
た
こ
と
が
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
中
世
か
ら
続
く
諸
宗
派
の
寺
院
に
加
え
て
、
寺
請
制
度
で
確
立
し

た
村
内
の
檀
那
寺
も
、
し
だ
い
に
瓦
葺
き
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
図
４
と
年
表
、
さ
ら

に
年
表
を
図
化
し
た
図
49
‐
1
・
2
・
3
か
ら
想
定
で
き
る
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
、
土
蔵
造
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、
塗
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、
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の
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新
堂
廃
寺
、
奈
良
県
只
塚
廃
寺
の
隅
木
蓋
瓦
の
鬼
面
紋
（
奈
良
県
二
〇
〇
三
）、
七
世
紀
末

か
ら
八
世
紀
初
め
と
思
わ
れ
る
滋
賀
県
小
八
木
廃
寺
例
（
近
藤
一
九
七
六
、
山
本
一
九
七

九
）
の
よ
う
な
舌
を
出
し
た
鬼
面
紋
鬼
瓦
な
ど
の
先
駆
的
な
例
が
現
れ
、
八
世
紀
の
初
め
に

な
っ
て
平
城
宮
や
大
宰
府
で
鬼
面
が
主
役
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
鬼
面

紋
鬼
瓦
は
、
辟
邪
や
火
伏
せ
、
つ
ま
り
鬼
の
霊
力
に
よ
っ
て
宮
殿
や
寺
院
を
災
難
や
火
災
か

ら
守
り
防
ぐ
と
い
う
役
目
が
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
平
城
宮
出
土
の

鳳
凰
紋
を
飾
る
例
な
ど
は
、
吉
祥
紋
様
の
さ
き
が
け
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
古
代
の
鬼

瓦
は
木
製
の
型
＝
范
を
利
用
し
て
作
る
が
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
に
か
け
て
し

だ
い
に
手
作
り
の
鬼
瓦
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
は
す
べ
て
手
作

り
と
な
る
（
山
本
一
九
九
八
）。

さ
ら
に
近
世
に
な
る
と
、
庶
民
が
除
災
招
福
、
開
運
を
願
っ
て
鬼
面
紋
以
外
の
宝
尽
く
し

の
紋
様
を
採
用
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
神
様
や
生
き
物
に
屋
根
に
登
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
っ
た
。
中
国
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
は
竜
を
主
役
と
す
る
棟
飾
り
が
盛
ん
に
用
い
ら

れ
、
神
々
や
仙
人
も
多
数
登
場
す
る
。
し
か
し
、
日
本
ほ
ど
、
多
種
多
様
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
屋
根
と
そ
こ
に
住
む
人
々
を
守
っ
て
い
る
国
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　
鬼
瓦
と
獅
子
口

鬼
瓦
と
お
な
じ
役
目
を
も
つ
瓦
に
「
獅
子
口
」、
あ
る
い
は
「
経
の
巻
（
経
巻
を
飾
る
台

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
名
）」
と
呼
ぶ
瓦
が
あ
る
（
図
６
）。
軒
丸
瓦
と
お
な
じ
形

の
も
の
を
箱
形
の
頂
部
に
三
つ
置
き
（
経
の
巻
）、
正
面
と
側
面
に
各
一
個
の
軒
丸
瓦
の
紋

様
部
分
を
置
く
。
正
面
と
側
面
に
は
、
平
瓦
を
山
形
に
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
を
綾
筋
あ
る
い
は

シ
メ
筋
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
当
初
、
平
瓦
や
軒
丸
瓦
を
組
み
合
わ
せ
て
棟
端
を
風
雨
か
ら

守
っ
た
時
代
の
痕
跡
器
官
（
ル
ジ
メ
ン
ト
）
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
、
考
古
学
を
少
し
で
も

齧
っ
た
人
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
最
古
の
例
で
あ
る
（
小
林
一
九
八
一
）。

『
広
辞
苑
』
に
は
、
鬼
瓦
に
つ
い
て
「
屋
根
の
棟
の
両
端
に
用
い
る
鬼
の
面
に
か
た
ど
っ

た
瓦
。
ま
た
同
様
の
所
に
用
い
る
の
は
鬼
の
面
が
な
く
て
も
い
う
」
と
あ
り
、
本
稿
で
は
こ

の
柔
軟
な
定
義
に
し
た
が
い
、
鬼
面
以
外
の
も
の
も
鬼
瓦
に
統
一
し
た
い
。
そ
う
し
な
い

と
、
恵
比
寿
瓦
や
大
黒
天
瓦
な
ど
の
無
数
の
名
称
が
生
ま
れ
、
や
が
て
乗
鶴
仙
人
瓦
と
か
二

匹
鯛
瓦
な
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
ま
た
収
拾
が
つ
か
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。

鬼
瓦
に
は
、
こ
の
よ
う
に
鬼
以
外
の
主
役
が
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
こ
で
、「
棟
端
飾
板

（
藤
沢
一
夫
）」
や
「
棟
端
飾
瓦
（
木
村
捷
三
郎
）」
と
い
う
名
称
も
考
案
さ
れ
た
。
建
物
の

雨
仕
舞
と
い
う
観
点
か
ら
、
大
棟
や
隅
棟
、
降
り
棟
の
端
を
風
雨
か
ら
守
り
、
か
つ
装
飾
の

役
目
を
任
さ
れ
た
瓦
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
風
雨
か
ら
守
る
た
め
だ
け
な
ら
、
漆
喰
で
塗
り

固
め
る
だ
け
で
も
い
い
し
、
板
で
蓋
を
す
る
だ
け
で
も
間
に
合
う
。
古
代
の
出
土
例
の
中
に

は
、
浜
松
市
篠し

の
ん
ば場
瓦
窯
の
よ
う
な
無
紋
の
鬼
瓦
や
（
武
田
二
〇
一
三
）、
桜
井
市
山
田
寺
出

土
例
の
よ
う
に
、
平
瓦
を
打
ち
欠
い
て
鬼
瓦
の
形
に
し
た
も
の
も
あ
っ
て
（
奈
良
文
化
財
研

究
所
二
〇
〇
二
）、
そ
れ
で
も
役
に
立
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
史
料
か
ら
は
木
製
の

鬼
瓦
の
存
在
も
知
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
鬼
瓦
は
ご
く
少
数
派
で
あ
り
、
大
多
数
の
瓦
製
の
鬼
瓦
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
紋
様
や
鬼
面
を
立
体
的
に
飾
る
。
飛
鳥
時
代
初
期
の
鬼
瓦
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
最
古

と
思
わ
れ
る
複
数
の
蓮
華
紋
を
並
べ
る
斑
鳩
寺
（
六
一
〇
年
頃
創
建
）
例
や
、
ひ
と
つ
の
蓮

華
紋
を
大
き
く
飾
る
奥
山
廃
寺
や
、
豊
浦
寺
の
も
の
と
思
わ
れ
る
平
吉
遺
跡
出
土
例
（
六
二

〇
〜
六
三
〇
年
代
）
な
ど
、
軒
丸
瓦
と
お
な
じ
紋
様
を
飾
っ
た
も
の
が
多
く
、
こ
れ
を
鬼
板

と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
る
が
、
後
世
の
鬼
瓦
の
よ
う
に
、
そ
の
紋
様
に
何
か
独
特
の
意
味
が
込

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

や
が
て
、
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
鬼
面
紋
軒
丸
瓦
の
系
譜
に
連
な
る
大
阪
府

 ― 83 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

県
城
の
北
西
に
あ
る
「
梳
粧
楼
」
遺
跡
出
土
の
前
漢
例
（
図
10
、
駒
井
一
九
五
四
、
谷
二
〇

一
八
）
や
、
同
四
川
省
雅
安
市
の
後
漢
代
の
樊
敏
墓
の
石
闕
（
図
11
・
12
、
大
脇
二
〇
〇

八
、
以
下
、
組
合
せ
式
棟
端
飾
り
瓦
と
呼
ぶ
）
や
、
後
漢
代
の
墓
出
土
の
陶
屋
の
棟
端
に
み

ら
れ
る
、
複
数
の
軒
丸
瓦
を
重
ね
、
ま
わ
り
を
漆
喰
で
塗
り
固
め
た
と
思
わ
れ
る
構
造
を
参

考
に
す
る
と
、
同
様
の
も
の
が
飛
鳥
寺
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
獅
子
口
の
濫
觴
は
前
漢
代
ま
で
遡
り
、
飛
鳥
寺
な
ど
、
ま
だ
鬼
瓦
が
発
見
さ
れ
て

い
な
い
わ
が
国
の
古
代
寺
院
の
屋
根
に
も
、
こ
う
し
た
組
み
合
わ
せ
式
の
棟
端
飾
り
瓦
が
存

在
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
鴟
尾
以
外
の
東
ア
ジ
ア
の
瓦
葺
き
建
築

の
棟
端
を
塞
ぐ
装
置
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
大
き
な
系
統
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

① 

前
漢
代
ま
で
遡
る
組
合
せ
式
棟
端
飾
り
瓦
か
ら
、
わ
が
国
の
組
合
せ
式
獅
子
口
へ
、
さ
ら

に
一
体
式
獅
子
口
へ
と
連
な
る
系
統
。

② 

北
魏
代
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
、
棟
端
の
形
に
合
わ
せ
た
一
体
式
の
瓦
製
品
で
あ
る
い
わ
ゆ

る
鬼
瓦
の
系
統
。

「
梳
粧
楼
」
遺
跡
の
雲
紋
円
瓦
当
は
、
そ
の
丸
瓦
部
を
幅
狭
く
か
つ
短
く
切
断
し
、
さ
ら

に
凸
面
に
ヘ
ラ
で
斜
格
子
状
の
沈
線
を
刻
む
（
図
10
）。
こ
の
沈
線
は
、
漆
喰
の
食
い
付
き

を
よ
く
す
る
た
め
の
工
夫
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
瓦
当
が
棟
端
を
飾
る
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
梳
粧
楼
」
遺
跡
出
土
の
雲
紋
円
瓦
当
は
、
こ
う
し
た

棟
端
飾
り
瓦
を
使
っ
た
屋
根
が
少
な
く
と
も
前
漢
代
ま
で
遡
る
こ
と
を
証
明
す
る
貴
重
な
資

料
と
い
え
よ
う
。
同
遺
跡
か
ら
は
、
こ
う
し
た
沈
線
を
刻
ん
だ
丸
瓦
部
の
破
片
が
複
数
出
土

し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
う
し
た
想
定
の
正
し
さ
を
裏
付
け
て
い
る
。

な
お
、
そ
の
後
の
発
展
を
物
語
る
資
料
と
し
て
、
中
国
河
北
省
磁
県
講
武
城
鎮
の
窯
跡
か

ら
出
土
し
た
五
胡
十
六
国
時
代
の
趙
代
（
三
一
九
〜
三
五
一
年
）
の
一
体
式
の
棟
端
飾
り
瓦

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
趙
萬
歳
」
の
四
字
を
表
す
大
小
の
瓦
当
三
個
を
二
段
に
重
ね
た
も
の

最
初
に
棟
端
を
漆
喰
で
固
め
る

だ
け
で
も
い
い
と
書
い
た
が
、
こ

う
し
た
形
か
ら
推
定
す
る
と
、
獅

子
口
の
古
い
形
は
、
桧
皮
葺
き
や

こ
け
ら
葺
き
の
棟
を
瓦
積
み
に
し

た
場
合
に
棟
端
を
飾
る
瓦
で
、
軒

丸
瓦
や
平
瓦
な
ど
を
棟
端
の
形
に

合
わ
せ
て
組
み
合
わ
せ
、
漆
喰
で

固
め
て
作
っ
た
も
の
か
ら
始
ま
っ

た
と
思
わ
れ
る
（
以
下
、
組
合
せ

式
獅
子
口
と
呼
ぶ
）。
獅
子
口
は

語
呂
合
わ
せ
の
感
が
強
い
「
紫
宸

口
」
や
、「
御
所
棟
鬼
瓦
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
瓦
の
歴
史
の
劈
頭
を
飾
る
飛
鳥
寺
（
五
八
八
年
建
設
開
始
）
跡
の

発
掘
で
は
、
創
建
期
の
鴟
尾
は
出
土
し
た
も
の
の
鬼
瓦
は
未
発
見
で
あ
る
。
飛
鳥
寺
に
は
三

金
堂
と
講
堂
が
あ
り
、
中
門
や
南
門
、
西
門
も
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
降
り
棟
や
隅
棟

の
端
を
い
か
に
し
て
塞
い
で
い
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
謎
で
あ
る
。
飛
鳥
寺
以
外
で
は
、
先
に

述
べ
た
斑
鳩
寺
や
奥
山
廃
寺
・
平
吉
遺
跡
で
古
式
の
鬼
瓦
が
出
土
し
て
い
る
が
、
川
原
寺
・

本
薬
師
寺
な
ど
、
か
な
り
広
い
面
積
を
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬼
瓦
が
未
発
見
と
い

う
例
も
多
い
。

３
　
二
つ
の
系
統

以
下
は
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
出
土
資
料
が
な
く
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
中
国
河
北
省
邯
鄲

図6　橿原市今井町順明寺表門の獅子口
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県
城
の
北
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図
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、
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四
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せ
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飾
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瓦
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呼
ぶ
）
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棟
端
に
み

ら
れ
る
、
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数
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軒
丸
瓦
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重
ね
、
ま
わ
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漆
喰
で
塗
り
固
め
た
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思
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れ
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を
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瓦
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古
代
寺
院
の
屋
根
に
も
、
こ
う
し
た
組
み
合
わ
せ
式
の
棟
端
飾
り
瓦
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。
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瓦
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図8　同左大棟端図7　対馬国分寺表門の大棟側面

図9　対馬市厳原町の民家大棟端

図10　前漢代の組合せ式棟端飾り瓦 図11　後漢代石闕の大棟

図12　後漢代石闕の大棟端図13　趙代の鬼瓦図14　飛鳥寺の組合せ式棟端飾り瓦
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浄
土
真
宗
の
寺
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
、

門
徒
、
す
な
わ
ち
真
宗
の
信
者
が
多
い
北

陸
地
方
か
ら
北
の
日
本
海
沿
い
の
民
家
に

普
及
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
琉
球
の
民

家
の
屋
根
を
飾
る
「
シ
ー
サ
ー
」
も
、
瓦

片
を
漆
喰
で
固
め
造
形
し
た
も
の
で
、
瓦

屋
が
屋
根
葺
き
の
お
礼
に
作
っ
た
も
の
か

ら
始
ま
り
、
や
が
て
一
体
の
瓦
製
品
と
し

て
今
見
る
よ
う
な
獅
子
の
形
に
変
化
し
た

の
で
あ
る
。

獅
子
口
が
、
一
体
の
瓦
製
品
と
し
て
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ
ご
ろ
か

で
あ
る
（
図
13
　
井
内
二
〇
一
二
）。
先
の
定
義
に
従
え
ば
、
こ
れ
も
鬼
瓦
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
な
お
両
側
面
に
九
つ
ほ
ど
み
え
る
段
は
、
鴟
尾
側
面
の
正
段
と
お
な
じ
熨
斗
瓦
積
み

の
痕
跡
（
ル
ジ
メ
ン
ト
）
で
あ
ろ
う
。

韓
半
島
や
わ
が
国
で
は
、
古
代
に
遡
る
①
の
実
例
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
筆
者
が
「
対
馬

甍
紀
行
」
で
紹
介
し
た
、
対
馬
国
分
寺
や
厳
原
町
の
民
家
に
今
も
残
る
軒
丸
瓦
を
積
み
重
ね

た
例
は
、
そ
の
末
裔
と
も
い
え
る
資
料
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
図
７
・
８
・
９
、
大
脇
二
〇

〇
八
）。
図
14
は
、
以
上
の
資
料
を
下
敷
き
に
し
、
試
み
に
飛
鳥
寺
の
組
合
せ
式
棟
端
飾
り

瓦
を
推
定
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
い
将
来
、
ど
こ
か
で
漆
喰
が
付
着
し
た
軒
丸
瓦
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

４
　
厨
子
と
絵
画
に
古
い
例
が
あ
る

組
合
せ
式
獅
子
口
の
古
い
例
は
、
葺
き
替
え
の
際
に
壊
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
残
っ
て
い

な
い
。
一
体
式
獅
子
口
の
古
い
例
と
し
て
は
宇
治
市
の
国
宝
宇
治
上
神
社
本
殿
の
内
殿
（
年

輪
年
代
一
〇
六
〇
年
）
や
、
法
隆
寺
の
聖
霊
院
の
厨
子
大
棟
（
図
15
　
鈴
木
一
九
七
二
）
な

ど
、
建
物
内
に
安
置
さ
れ
た
小
建
造
物
の
屋
根
に
の
る
木
製
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら

姿
を
偲
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。
聖
霊
院
例
は
、
そ
の
創
建
時
期
で
あ
る
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）

の
製
作
と
さ
れ
て
い
る
。

絵
画
例
を
探
す
と
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
や
「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
十
二
世
紀
後
半
の
例
が

あ
る
（
角
川
書
店
編
集
部
一
九
六
一
、
一
九
六
八
）。
こ
う
し
た
例
か
ら
み
る
と
、
古
式
の

獅
子
口
の
起
源
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
中
期
ま
で
遡
り
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
上
四

例
も
厳
密
に
い
え
ば
一
体
式
獅
子
口
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
今
後
は
、
漆
喰
が
付
着

し
た
軒
丸
瓦
や
平
瓦
の
存
在
か
ら
、
組
合
せ
式
棟
端
飾
り
瓦
や
組
合
せ
式
獅
子
口
の
古
い
実

例
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
体
式
獅
子
口
は
、
檜
皮
葺
や
こ
け
ら
葺
き
の
神
社
や
宮
殿
建
築
、
あ
る
い
は
瓦
葺
き
の

図15　法隆寺聖霊院厨子の木製獅子口

図16　御所市円照寺境内の獅子口

図17　同上、巨大な獅子口、天保15年（1844）
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こ
か
で
漆
喰
が
付
着
し
た
軒
丸
瓦
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

４
　
厨
子
と
絵
画
に
古
い
例
が
あ
る

組
合
せ
式
獅
子
口
の
古
い
例
は
、
葺
き
替
え
の
際
に
壊
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
残
っ
て
い

な
い
。
一
体
式
獅
子
口
の
古
い
例
と
し
て
は
宇
治
市
の
国
宝
宇
治
上
神
社
本
殿
の
内
殿
（
年

輪
年
代
一
〇
六
〇
年
）
や
、
法
隆
寺
の
聖
霊
院
の
厨
子
大
棟
（
図
15
　
鈴
木
一
九
七
二
）
な

ど
、
建
物
内
に
安
置
さ
れ
た
小
建
造
物
の
屋
根
に
の
る
木
製
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら

姿
を
偲
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。
聖
霊
院
例
は
、
そ
の
創
建
時
期
で
あ
る
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）

の
製
作
と
さ
れ
て
い
る
。

絵
画
例
を
探
す
と
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
や
「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
十
二
世
紀
後
半
の
例
が

あ
る
（
角
川
書
店
編
集
部
一
九
六
一
、
一
九
六
八
）。
こ
う
し
た
例
か
ら
み
る
と
、
古
式
の

獅
子
口
の
起
源
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
中
期
ま
で
遡
り
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
上
四

例
も
厳
密
に
い
え
ば
一
体
式
獅
子
口
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
今
後
は
、
漆
喰
が
付
着

し
た
軒
丸
瓦
や
平
瓦
の
存
在
か
ら
、
組
合
せ
式
棟
端
飾
り
瓦
や
組
合
せ
式
獅
子
口
の
古
い
実

例
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
体
式
獅
子
口
は
、
檜
皮
葺
や
こ
け
ら
葺
き
の
神
社
や
宮
殿
建
築
、
あ
る
い
は
瓦
葺
き
の

図15　法隆寺聖霊院厨子の木製獅子口

図16　御所市円照寺境内の獅子口

図17　同上、巨大な獅子口、天保15年（1844）
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手
は
、
こ
う
し
た
絵
柄
の
鬼
瓦
を
日
頃
作
っ
て
い
た
細
工
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は

「
打
出
の
小
槌
だ
け
で
な
く
、
な
ん
で
も
う
ま
く
作
れ
る
ぞ
」
と
自
慢
し
た
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

で
は
、
こ
う
し
た
吉
祥
紋
様
の
鬼
瓦
は
、
い
つ
か
ら
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。中

世
は
、
鬼
面
を
飾
る
鬼
瓦
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
国
時
代
に
な
っ
て

城
郭
建
築
が
発
展
す
る
と
、
あ
ら
た
に
家
紋
や
𠮷
祥
紋
な
𠮷
が
𠮷
𠮷
𠮷
れ
る
よ
う
に
な
る
。

𠮷
ら
に
江
戸
時
代
に
民
家
に
も
瓦
葺
き
が
し
だ
い
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ま
た
転
機

を
迎
え
た
。
隣
近
所
を
睨
み
つ
け
る
鬼
瓦
が
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
宮
田
一
九
九
九
）。
も

ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
初
期
の
民
家
の
屋
根
に
は
鬼
面
を
表
す
鬼
瓦
を
置
く
例
が
あ
る
。
ま
た

寺
院
周
辺
の
民
家
に
は
、
鬼
に
睨
ま

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
難
が
及
ぶ
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
「
鍾
馗
」
の
像

を
置
い
て
睨
み
返
す
例
も
多
い
。

何
か
災
難
が
起
き
る
と
、
近
所
の

鬼
瓦
の
せ
い
に
𠮷
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
災
厄
を
連
想

𠮷
せ
る
恐
い
鬼
に
か
わ
っ
て
、
幸
運

を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
吉

祥
紋
様
の
鬼
瓦
が
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
如
意
宝
珠
と
打
出
の
小

槌
、
恵
比
寿
と
大
黒
天
、
分
銅
や
金

囊
な
𠮷
の
組
み
合
わ
せ
な
𠮷
、
商
売

繁
盛
、
家
運
隆
盛
を
祈
る
絵
柄
が

も
は
っ
き
り
し
な
い
。
江
戸
時
代
の
獅
子
口
は
、
箱
型
の
本
体
に
、
別
に
作
っ
た
巴
紋
軒
丸

瓦
や
、
唐
草
紋
を
表
す
軒
平
瓦
の
紋
様
部
分
を
接
合
し
、
紋
様
の
隙
間
に
は
漆
喰
の
食
い
付

き
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
櫛
状
工
具
に
よ
る
「
か
き
や
ぶ
り
」
で
表
面
に
傷
を
つ
け
て
作
っ

た
も
の
が
多
い
（
図
16
）。
ま
た
大
棟
の
獅
子
口
は
そ
の
両
裾
に
本
体
と
は
別
作
り
の
脚
部

（
足
元
・
鰭
と
よ
ぶ
研
究
者
も
あ
る
）
が
つ
く
（
図
17
）。

今
回
の
調
査
で
も
、
多
く
の
真
宗
寺
院
で
獅
子
口
を
見
た
。
し
か
し
、
困
っ
た
こ
と
に
獅

子
口
の
場
合
は
、
側
面
に
も
瓦
当
を
飾
り
、
ま
た
漆
喰
を
塗
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
銘
文
は

頂
部
の
「
経
の
巻
」
の
名
の
も
と
に
な
っ
た
、
三
つ
の
経
巻
形
の
間
の
平
坦
面
に
刻
む
こ
と

が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
屋
根
上
の
獅
子
口
の
銘
文
を
下
か
ら
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
が
、
幸
い
な
こ
と
に
い
く
つ
か
境
内
に
保
存
𠮷
れ
て
い
る
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
貴
重
な
資
料
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
真
宗
寺
院
の
獅
子
口
に
は
見
栄
え
が
良
い
大

型
の
も
の
が
多
く
、
ま
た
寺
の
歴
史
の
古
𠮷
を
示
す
格
好
の
景
物
と
し
て
境
内
に
飾
る
例
が

多
い
の
で
あ
る
（
図
17
）。
た
だ
し
、
ま
だ
屋
根
に
あ
っ
て
読
め
な
い
例
も
多
く
、
あ
と
は

梯
子
を
掛
け
る
か
ド
ロ
ー
ン
を
飛
ば
す
し
か
な
い
。
な
お
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
獅
子
口
の

変
遷
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

５
　
庶
民
が
好
ん
だ
鬼
瓦
の
図
案
　
吉
祥
紋
様

二
〇
一
四
年
の
六
月
に
、
桜
井
市
金
屋
の
古
い
民
家
の
大
棟
東
端
か
ら
今
に
も
落
ち
そ
う

な
鬼
瓦
に
出
会
っ
た
。
銘
は
な
い
も
の
の
江
戸
時
代
後
期
の
も
の
で
、
打
出
の
小
槌
（
福

槌
・
宝
槌
）
を
飾
る
。
𠮷
ら
に
よ
く
見
る
と
、
両
脚
部
に
ヘ
ラ
描
き
で
吉
祥
紋
様
の
「
宝
尽

く
し
」
を
散
り
ば
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
図
18
・
19
）。
向
か
っ
て
左
上
か
ら
、
宝ほ

う

鑰や
く

（
鍵
）、
鯛
、
丁
子
、
金
囊
（
宝
袋
・
巾
着
）、
右
側
に
隠
れ
笠
、
隠
れ
蓑
、
宝
珠
、
丁
子

を
巧
み
に
描
く
。
屋
根
に
あ
れ
ば
ほ
と
ん
𠮷
見
え
な
い
絵
だ
が
、
左
側
の
丁
子
の
蕾
の
部
分

は
、
竹
管
状
の
工
具
を
押
し
て
お
り
、
い
い
加
減
な
落
書
き
で
は
な
い
。
こ
の
鬼
瓦
の
作
り

図18　宝尽しの絵を散りばめた鬼瓦
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次
々
と
屋
根
に
登
場
し
た
。
江
戸
時
代
の
瓦
屋
に
は
、
こ
う
し
た
吉
祥
紋
様
の
図
案
集
が

あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
鬼
瓦
や
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
瓦
（
役
瓦
）
が
作
ら
れ
、
ま
た
家
内
安
全
・

悪
疫
退
散
な
ど
を
祈
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
商
品
が
現
在
に
至
る
ま
で
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
今
回
出
会
っ
た
吉
祥
紋
様
や
そ
の
他
様
々
な
鬼
瓦
た
ち
を
紹
介
す
る
。
な
か
に

は
瓦
工
の
遊
び
心
や
洒
落
・
駄
洒
落
ま
で
が
伝
わ
る
製
品
も
あ
る
。

七
福
神
　
恵
比
寿
・
大
黒
天
（
両
者
が
並
ぶ
例
も
あ
る
）・
弁
財
天
・
布
袋
・
福
禄
寿
・

鹿
と
寿
老
人
（
鹿ろ
く

と
禄
が
通
じ
る
）・
宝
塔
を
捧
げ
持
つ
毘
沙
門
天
、
乗
鶴
仙
人
（
中
国
の

仙
人
、
王
子
喬
と
費
長
房
の
逸
話
）、
亀
に
の
る
神
像
（
浦
島
太
郎
）、
鯉
に
の
る
女
、
邪
鬼

を
踏
む
四
天
王
像
、
達
磨
、
福
助
人
形
、
般
若
、
お
か
め
、
能
面
、
狂
言
面
、
鍾
馗
、
太
公

望
、
鳥
を
抱
く
老
人
、
烏
天
狗
、
風
神
、
太
鼓
の
撥
（
雷
神
の
も
つ
撥
、
雷
よ
け
）、
鬼
退

治
す
る
源
頼
光
、
宝
船
、
猫
、
唐
獅
子
、
唐
獅
子
牡
丹
、
竹
に
虎
、
鶴
・
亀
、
熨
斗
、
末

広
、
宝
珠
（
一
つ
と
三
つ
）、
分
銅
、
宝
巻
、
松
竹
梅
、
橘
、
桃
、
菊
水
、
扇
、
波
、
竜
、

雲
、
鳳
凰
、
蝶
、
花
、
花
鳥
、
鯉
、
海
老
、
虎
、
兎
、
馬
、
猿
、
三
猿
、
三
階
松
に
猿
、

鶏
、
猫
、
ム
カ
デ
、
蛇
、
文
字
「
龍
」「
寿
」「
福
」「
萬
歳
」「
京
」「
酒
」「
水
」「
休
」

「
卍
」、
梵
字
、「
急
々
如
律
令
」「
十
種
神
宝
」
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
大
棟
の
両
端
に
セ
ッ
ト
で
飾
る
代
表
例
と
し
て
は
、
恵
比
寿
と
大
黒
天
像
、
宝
珠

と
小
槌
、
角
樽
と
酒
甕
（
酒
蔵
）、
角
樽
に
宝
珠
、
鍵
に
小
槌
、
鍵
に
丁
子
な
ど
が
あ
る
。

以
下
代
表
的
な
例
と
、
い
く
つ
か
の
珍
し
い
鬼
瓦
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

恵
比
寿
と
大
黒
天
像
　
橿
原
市
今
井
町
の
重
要
文
化
財
豊
田
家
の
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

頃
と
み
ら
れ
る
恵
比
寿
と
大
黒
天
が
古
い
例
に
な
る
（
図
20
　
奈
良
県
教
育
委
員
会
一
九
七

六
）。
今
回
の
調
査
で
見
出
し
た
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
か
ら
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

ま
で
の
一
五
例
の
紀
年
銘
を
持
つ
例
が
そ
の
後
の
変
化
を
知
る
資
料
に
な
る
。
は
じ
め
は
第

二
部
で
紹
介
す
る
蟇
股
形
鬼
瓦
の
紋
様
面
に
、
小
型
の
全
身
像
を
あ
ら
わ
す
。
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）
例
は
ふ
く
ら
ん
だ
袴
に
裃
姿
で
、
全
身
が
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

図19　鬼瓦に描かれた宝尽しの絵（縮尺1：2.5）
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次
々
と
屋
根
に
登
場
し
た
。
江
戸
時
代
の
瓦
屋
に
は
、
こ
う
し
た
吉
祥
紋
様
の
図
案
集
が

あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
鬼
瓦
や
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
瓦
（
役
瓦
）
が
作
ら
れ
、
ま
た
家
内
安
全
・

悪
疫
退
散
な
ど
を
祈
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
商
品
が
現
在
に
至
る
ま
で
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
今
回
出
会
っ
た
吉
祥
紋
様
や
そ
の
他
様
々
な
鬼
瓦
た
ち
を
紹
介
す
る
。
な
か
に

は
瓦
工
の
遊
び
心
や
洒
落
・
駄
洒
落
ま
で
が
伝
わ
る
製
品
も
あ
る
。

七
福
神
　
恵
比
寿
・
大
黒
天
（
両
者
が
並
ぶ
例
も
あ
る
）・
弁
財
天
・
布
袋
・
福
禄
寿
・

鹿
と
寿
老
人
（
鹿ろ
く

と
禄
が
通
じ
る
）・
宝
塔
を
捧
げ
持
つ
毘
沙
門
天
、
乗
鶴
仙
人
（
中
国
の

仙
人
、
王
子
喬
と
費
長
房
の
逸
話
）、
亀
に
の
る
神
像
（
浦
島
太
郎
）、
鯉
に
の
る
女
、
邪
鬼

を
踏
む
四
天
王
像
、
達
磨
、
福
助
人
形
、
般
若
、
お
か
め
、
能
面
、
狂
言
面
、
鍾
馗
、
太
公

望
、
鳥
を
抱
く
老
人
、
烏
天
狗
、
風
神
、
太
鼓
の
撥
（
雷
神
の
も
つ
撥
、
雷
よ
け
）、
鬼
退

治
す
る
源
頼
光
、
宝
船
、
猫
、
唐
獅
子
、
唐
獅
子
牡
丹
、
竹
に
虎
、
鶴
・
亀
、
熨
斗
、
末

広
、
宝
珠
（
一
つ
と
三
つ
）、
分
銅
、
宝
巻
、
松
竹
梅
、
橘
、
桃
、
菊
水
、
扇
、
波
、
竜
、

雲
、
鳳
凰
、
蝶
、
花
、
花
鳥
、
鯉
、
海
老
、
虎
、
兎
、
馬
、
猿
、
三
猿
、
三
階
松
に
猿
、

鶏
、
猫
、
ム
カ
デ
、
蛇
、
文
字
「
龍
」「
寿
」「
福
」「
萬
歳
」「
京
」「
酒
」「
水
」「
休
」

「
卍
」、
梵
字
、「
急
々
如
律
令
」「
十
種
神
宝
」
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
大
棟
の
両
端
に
セ
ッ
ト
で
飾
る
代
表
例
と
し
て
は
、
恵
比
寿
と
大
黒
天
像
、
宝
珠

と
小
槌
、
角
樽
と
酒
甕
（
酒
蔵
）、
角
樽
に
宝
珠
、
鍵
に
小
槌
、
鍵
に
丁
子
な
ど
が
あ
る
。

以
下
代
表
的
な
例
と
、
い
く
つ
か
の
珍
し
い
鬼
瓦
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

恵
比
寿
と
大
黒
天
像
　
橿
原
市
今
井
町
の
重
要
文
化
財
豊
田
家
の
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

頃
と
み
ら
れ
る
恵
比
寿
と
大
黒
天
が
古
い
例
に
な
る
（
図
20
　
奈
良
県
教
育
委
員
会
一
九
七

六
）。
今
回
の
調
査
で
見
出
し
た
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
か
ら
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

ま
で
の
一
五
例
の
紀
年
銘
を
持
つ
例
が
そ
の
後
の
変
化
を
知
る
資
料
に
な
る
。
は
じ
め
は
第

二
部
で
紹
介
す
る
蟇
股
形
鬼
瓦
の
紋
様
面
に
、
小
型
の
全
身
像
を
あ
ら
わ
す
。
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）
例
は
ふ
く
ら
ん
だ
袴
に
裃
姿
で
、
全
身
が
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

図19　鬼瓦に描かれた宝尽しの絵（縮尺1：2.5）
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こ
の
大
根
の
打
っ
違
い
で
あ
る
。
大
根
は
聖
天
様
の
大
好
物
と
い
う
。
大
黒
天
の
好
物
と
い

う
地
域
も
あ
る
。

隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
　
両
者
と
も
に
、
危
険
な
事
物
か
ら
姿
を
隠
し
、
身
を
守
っ
て
く
れ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
（
図
18
・
19
）。
隠
れ
笠
は
市
女
笠
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
多
い
。「
保
元

物
語
」
で
は
、
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
源
為
朝
が
「
鬼
島
」
に
着
い
た
時
、
鬼
達
が
「
隠
蓑
、

隠
笠
、
ウ
カ
ビ
履
、
シ
ヅ
ム
履
な
ど
を
持
っ
て
い
た
」
と
話
す
場
面
が
あ
り
、
鬼
達
が
か
つ

て
「
笠
や
蓑
を
か
ぶ
っ
て
身
を
隠
し
て
い
た
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な

お
、
橿
原
市
今
井
町
の
重
要
文
化
財
森
田
家
の
鬼
瓦
の
笠
と
蓑
は
、
鬼
が
隠
れ
て
お
り
、
鬼

面
紋
鬼
瓦
と
お
な
じ
役
割
を
果
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

波
に
兎
　
波
に
兎
（
波
乗
り
兎
）
は
「
火
伏
せ
」
の
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
兎
は
月

で
餅
を
搗
く
（
図
25
）。
月
は
陰
の
象
徴
で
、
太
陽
の
陽
と
対
置
さ
れ
水
と
縁
が
あ
り
、
波

に
乗
っ
た
兎
は
火
伏
の
た
め
の
せ
ら
れ
た
（
図
24
）。
子
兎
を
肩
車
し
た
例
や
、
つ
が
い
ら

し
き
例
も
あ
る
の
で
、
子
孫
繁
栄
の
願
い
も
込
め
ら
れ
た
か
。
た
だ
し
、
耳
が
折
れ
や
す

く
、
遠
目
に
は
わ
か
り
に
く
い
場
合
も
あ
る
。
鬼
瓦
以
外
の
塀
の
端
の
飾
り
瓦
な
ど
に
も
よ

く
使
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
火
事
装
束
や
蔵
印
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
（
今
橋

二
〇
一
三
）。
な
お
図
25
の
珍
し
い
留
蓋
は
、
同
時
製
作
の
鬼
瓦
の
銘
文
か
ら
、
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
十
市
郡
新
口
村
の
瓦
工
槌
屋
伝
兵
衛
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
図
24
は
無
銘
で
あ
る
が
、
波
を
透
か
し
彫
り
の
手
法
で
あ
ら
わ
す
の
で
、
一
九
世
紀
前

半
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

波
　
波
だ
け
を
表
す
鬼
瓦
で
、
そ
の
多
く
は
鯱
と
セ
ッ
ト
に
な
る
。
つ
ま
り
、
鯱
は
波
の
上

で
跳
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

竜
　
竜
は
雲
を
呼
び
、
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
火
伏
と
雨
乞
い
の
た
め
。
図
26
は
、

本
稿
終
盤
に
登
場
す
る
腕
自
慢
の
瓦
師
常
門
村
新
兵
衛
の
自
信
作
で
、
珠
を
つ
か
む
三
本
の

爪
ま
で
よ
く
残
っ
て
い
る
。

る
（
図
21
）。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
頃
か
ら
、
立
姿
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
な
り
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
頃
か
ら
は
鯛
が
大
き
く
な
る
。
明
治
以
降
は
し
だ
い
に
画
一
的
な

表
現
に
な
り
、
最
後
は
型
作
り
と
な
っ
て
造
形
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
失
う
。

金
囊
（
宝
袋
、
巾
着
）　
ず
ば
り
商
売
繁
盛
、
財
運
、
金
運
な
ど
の
象
徴
。

如
意
宝
珠
　
願
い
事
を
意
の
ま
ま
に
叶
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
一
つ
を
表
す
も
の
、
三
つ
表

す
も
の
、
宝
珠
の
下
に
波
を
あ
ら
わ
し
、
幸
運
が
波
に
乗
っ
て
お
と
ず
れ
る
様
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
も
あ
る
。
道
後
温
泉
の
本
館
（
明
治
二
七
年
・
一
八
九
四
、
重
文
）
の
屋
根
に
は
、

み
ご
と
な
波
乗
り
宝
珠
の
鬼
瓦
が
多
数
飾
ら
れ
て
い
る
。
波
乗
り
鯛
も
あ
る
。

宝
鑰
（
鍵
）　
桜
井
市
茅
原
の
民
家
の
蔵
。
向
か
っ
て
右
側
面
に
「
文
化
九
（
一
八
一
二
）　

申
八
月
吉
日
　
三
輪
瓦
屋
　
佐
平
治
」
の
銘
文
が
あ
る
。

二
匹
鯛
・
懸
鯛
　
鯛
は
め
で
た
い
縁
起
の
よ
い
魚
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
月
に
干
鯛
や
塩
鯛

二
匹
を
腹
合
わ
せ
に
し
て
荒
縄
で
結
び
、
神
棚
や
か
ま
ど
の
上
に
飾
っ
た
。
魚
佩
に
そ
っ
く

り
の
こ
の
図
案
が
、
袱
紗
（「
袱
紗
　
紺
繻
子
地
鯛
模
様
」
江
戸
時
代
一
八
〜
一
九
世
紀
、

ア
ン
リ
ー
夫
人
寄
贈
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
（
東
京
国
立
博

物
館
二
〇
一
三
）、
鬼
瓦
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
桜
井
市
芝
で
見
つ
け
た
二
匹
鯛
は
赤
い

（
口
絵
　
図
22
　
図
22
も
同
じ
）。
無
銘
で
あ
る
が
、
両
側
辺
が
か
な
り
く
び
れ
て
お
り
、
一

九
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
瓦
は
ほ
と
ん
ど
が
燻
し
焼
で
黒
か
ら
灰
色
の
も
の

が
多
い
。
わ
ざ
わ
ざ
酸
化
炎
焼
成
に
し
た
の
は
、
よ
り
鯛
の
色
に
近
づ
け
た
か
っ
た
か
ら

か
。
祝
い
鯛
と
も
い
う
。

丁
子
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
モ
ル
ッ
カ
諸
島
な
ど
の
亜
熱
帯
地
域
原
産
の
ク
ロ
ー
ブ
の
こ
と
。

香
料
・
薬
・
染
料
と
し
て
貴
重
。
紋
様
は
乾
燥
し
た
蕾
の
打
っ
違
い
で
表
す
こ
と
が
多
い

（
図
18
・
19
）。
よ
く
似
た
紋
様
と
し
て
大
根
の
打
っ
違
い
が
あ
り
、
夫
婦
円
満
、
子
孫
繁

栄
、
長
寿
を
象
徴
す
る
図
柄
と
し
て
使
わ
れ
た
（
図
23
）。
や
や
エ
ロ
チ
ッ
ク
に
あ
ら
わ
し

た
例
が
あ
る
。
な
お
、
奈
良
県
で
は
、
生
駒
市
の
宝
山
寺
、
通
称
、
生
駒
聖
天
の
寺
紋
が
、
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図20　今井町豊田家の鬼瓦　寛文2年（1662）

図21　四条町東通寺の鬼瓦、文政2年（1819）

図23　大根の打っ違い　田原本町秦庄秦楽寺

図22　赤い二匹鯛　桜井市芝の民家

図24　波に兎　桜井市芝の民家

図25　兎の餅搗き　橿原市常盤町春日神社

図26　 竜の正面形鬼瓦　橿原市十市町十市御縣座
神社拝殿　天保10年（1839）

図27　俵と鼠　橿原市曽我町の民家
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雲
・
飛
雲
　
雨
を
運
ぶ
、
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
火
伏
せ
の
目
的
で
多
く
用
い
ら
れ
た
。

鬼
瓦
の
脚
部
（
足
元
）
に
も
多
用
さ
れ
る
。

休
の
文
字
　「
休
」
に
は
、「
や
す
む
・
や
す
ま
る
・
や
す
め
る
・
や
め
る
・
や
む
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
、
ま
た
「
さ
い
わ
い
・
よ
ろ
こ
び
、
喜
ば
し
い
・
し
あ
わ
せ
」
と
い
う
意
味
も

あ
る
。
熟
語
と
し
て
は
休
祥
、
休
戚
が
あ
り
、
前
者
に
は
「
よ
い
前
兆
、
吉
兆
、
め
で
た
い

こ
と
の
し
る
し
」、
後
者
の
休
は
「
喜
び
」、
戚
は
「
悲
し
み
」
を
表
す
と
い
う
。

狐
　
狐
は
稲
荷
神
の
使
者
。
尾
が
長
い
の
で
犬
で
は
な
い
。
古
く
は
穀
物
・
農
業
の
神
で
、

五
穀
豊
穣
、
商
売
繁
盛
、
産
業
興
隆
。

蛙
　
桜
井
市
阿
倍
の
民
家
。
こ
れ
も
水
と
の
関
係
か
ら
火
伏
の
目
的
で
あ
ろ
う
。

猫
　
眠
り
猫
と
い
え
ば
、
伝
左
甚
五
郎
作
の
日
光
東
照
宮
の
回
廊
蟇
股
の
そ
れ
が
有
名
で
あ

り
、
解
説
で
は
、
平
和
の
象
徴
説
が
有
力
で
あ
る
。
猫
の
鬼
瓦
を
見
つ
け
た
の
は
桜
井
市
箸

中
の
民
家
の
一
例
だ
け
だ
が
、
目
を
開
け
て
い
る
の
で
眠
り
猫
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
虎
で

は
な
い
。

俵
鼠
　
十
二
支
の
先
頭
、
大
黒
天
の
使
者
、
子
孫
繁
栄
、
五
穀
豊
穣
と
何
で
も
か
な
え
て
く

れ
る
（
図
27
）。

蛇
　
橿
原
市
曲
川
町
の
民
家
。
大
き
な
米
蔵
と
思
わ
れ
る
大
棟
東
西
に
蛇
を
飾
る
。
西
の
鬼

瓦
に
は
、
蛇
と
と
も
に
俵
鼠
や
金
嚢
・
小
槌
な
ど
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
米
蔵
に
巣

く
う
鼠
除
け
と
招
福
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
図
28
）。
道
に
面
し
た
東

の
二
匹
の
蛇
を
あ
ら
わ
す
鬼
瓦
に
「
シ
キ
郡
　
今
里
村
　
平
七
」
の
銘
が
あ
る
の
で
、
彼
の

活
動
時
期
で
あ
る
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
か
ら
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
頃
の
も
の

と
思
わ
れ
る
。

獺
　
長
谷
寺
名
物
、
草
餅
の
店
が
並
ぶ
参
道
西
の
崖
の
上
に
建
つ
土
蔵
の
異
形
の
鬼
瓦
。
毛

が
密
に
生
え
、
尾
が
長
く
、
波
を
掻
き
分
け
て
泳
ぐ
獺
に
違
い
な
い
（
図
29
）。
最
近
は

ペ
ッ
ト
と
し
て
人
気
が
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
の
カ
ワ
ウ
ソ
は
少
し
愛
嬌
に
欠
け
る
。
こ
れ
も

虎
　
強
者
の
代
表
。
竹
に
虎
の
組
み
合
わ
せ
。

馬
　
二
例
ほ
ど
見
つ
け
た
。
午
年
と
関
係
す
る
か
。

猿
　「
難
が
去
る
」「
病
が
去
る
」
の
「
去
る
」
に
結
び
付
け
て
猿
が
図
案
に
使
用
さ
れ
る
。

大
阪
四
天
王
寺
の
庚
申
堂
の
屋
根
の
鬼
瓦
は
す
べ
て
猿
な
の
で
驚
い
た
が
、
庚
申
信
仰
の
対

象
で
あ
る
青
面
金
剛
像
に
は
、
見
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
の
三
猿
が
従
う
。
ま
た

烏
帽
子
を
被
り
神
楽
鈴
を
も
ち
、
御
幣
を
担
ぐ
鬼
門
除
け
の
御
幣
猿
を
家
の
鬼
門
の
方
角
に

の
せ
た
り
す
る
。
鹿
に
乗
る
猿
（
桃
を
持
つ
）
も
あ
る
。

鶏
　
神
の
使
い
、
朝
を
告
げ
る
縁
起
の
良
い
動
物
。
語
呂
合
わ
せ
で
は
、
酉
が
幸
福
や
客
を

取
り

4

4

込
む
こ
と
か
ら
。

猪
　
大
和
郡
山
市
内
の
民
家
の
鬼
瓦
と
、
天
理
市
武
蔵
町
の
寂
念
寺
向
背
の
留
蓋
に
猪
が
い

た
。
留
蓋
の
対
に
な
る
も
う
一
方
に
は
牛
。

鶴
・
亀
・
海
老
　
い
ず
れ
も
長
寿
を
願
う
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
奈
良
市
内
に
あ
っ
た
瓦
製
造

業
界
の
老
舗
瓦
宇
さ
ん
の
旧
蔵
品
で
、
現
在
は
帝
塚
山
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
海
老
の
鬼

瓦
は
、
向
っ
て
右
側
面
に
「
御
瓦
半
　
常
門
　
瓦
新
作
」
の
銘
文
が
あ
る
。
紀
年
銘
を
欠
く

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
高
市
郡
常
門
村
出
身
の
瓦
師
、
新
兵
衛
さ
ん
が
同
郡
御
坊
村
の
瓦
屋

半
兵
衛
の
下
請
け
で
細
工
し
た
も
の
で
、
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
〜
一
八
五
四
年
）
頃
に
同

郡
内
の
民
家
の
屋
根
を
飾
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
他
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の

も
の
が
多
く
、
海
老
の
ヒ
ゲ
は
針
金
を
差
し
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

松
竹
梅
　
吉
祥
紋
様
の
代
表
格
で
は
あ
る
が
、
近
代
の
例
が
多
く
、
近
世
に
遡
る
例
は
あ
ま

り
見
た
こ
と
が
な
い
。

鳳
凰
・
麒
麟
　
空
想
上
の
生
き
物
。
瑞
祥
紋
様
の
代
表
で
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
亀
・
竜
と

と
も
に
四
瑞
と
し
て
尊
ば
れ
た
（
図
109
）。
麒
麟
は
顔
が
竜
に
似
て
い
る
の
で
見
分
け
に
く

い
が
、
高
取
町
越
智
の
民
家
で
竜
と
絡
み
合
う
麒
麟
を
一
例
だ
け
見
た
。
体
に
鱗
で
は
な
く

房
状
の
毛
を
表
し
、
も
ち
ろ
ん
脚
も
竜
よ
り
長
い
。
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野
一
九
七
九
）
か
ら
田
原
本
町
（
八
例
）・
桜
井
市
（
七
例
）・
橿
原
市
（
三
例
）・
広
陵
町

（
一
例
）
と
奈
良
県
南
部
を
中
心
と
す
る
。
年
号
を
記
す
例
は
な
い
が
、
聞
き
取
り
調
査
の

結
果
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
同
五
年
（
一
九
一
六
）
頃
の
四
例
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
そ
の
盛
行
年
代
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
も
。
頭
部
の
断
面
が
丸

く
、
左
右
に
二
山
を
表
す
新
形
式
の
鬼
瓦
（
京
覆
輪
型
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
頭
部
の
断
面

が
角
ば
り
、
紋
様
面
が
平
坦
で
背
が
高
い
と
い
う
鬼
瓦
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
明

治
末
期
ま
で
遡
り
そ
う
な
例
も
あ
る
。
大
棟
に
「
急
々
如
律
令
」、
そ
の
他
の
棟
に
「
十
種

神
宝
」
を
の
せ
る
例
が
多
い
（
図
30
）。
な
お
、
桜
井
市
山
田
に
は
、「
急
々
如
律
霊
」
と
、

明
ら
か
に
間
違
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

こ
の
他
、
こ
う
し
た
流
行
に
沿
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
思
わ
れ
る
呪
文
を
書
い
た
鬼
瓦

も
あ
る
。
田
原
本
町
の
Ｔ
家
と
Ｙ
家
に
は
大
棟
に
「
天
圓
地
法
（
方
）　
六
律
九
章
　
符
神

至
所
（
到
此
）　
萬
鬼
滅
亡
　

急
如
律
令
」
と
書
い
た
例
が
あ
っ
た
。
ま
た
桜
井
市
大
福

の
Ｎ
家
に
は
「
乾

亨
利
貞
」（
図
31
）
と
「
十
種
神
宝
」（
図
32
）
の
セ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

ま
た
同
大
泉
で
「
十
種
神
宝
・
急
々
如
律
令
」
と
、
上
に
「
天
皇
　
玉
女
」、
向
か
っ
て
右

に
「
色
星
玉
女
」
左
に
「
多
願
玉
女
」
と
書
き
、
中
央
に
三
つ
の
火
炎
宝
珠
を
表
す
珍
し
い

鬼
瓦
も
見
つ
け
た
（
図
33
）。「
乾
元
亨
利
貞
」
は
、『
周
易
』
な
ど
に
基
づ
く
道
教
法
呪
の

一
つ
だ
と
い
う
。
ま
た
天
皇
玉
女
・
多
願
玉
女
・
色
星
玉
女
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四

二
）
刊
の
『
天
保
新
撰
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
陰
陽
道
で
森
羅
万
象
の
安
定

を
図
る
効
き
目
が
あ
る
三
鏡
宝
珠
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
古
典
に
詳
し
い
物
知
り
が
い

た
の
で
あ
る
。
分
布
か
ら
見
る
と
、
磯
城
郡
内
の
大
泉
の
商
売
熱
心
な
瓦
屋
が
、
魔
除
け
や

火
伏
に
効
果
あ
る
新
商
品
と
し
て
売
り
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

７
　
家
紋
を
表
す
鬼
瓦

瓦
の
紋
様
に
家
紋
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
京
都
市
右
京
区
の
常
盤
仲
之
町
遺

水
に
関
係
が
深
い
生
き
物
で
、
火
伏
の
た
め
か
。
昔
は
こ
の
あ
た
り
に
も
生
息
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

翁
と
媼
　
長
寿
と
夫
婦
円
満
を
願
う
高
砂
人
形
。
翁
が
も
つ
熊
手
は
福
を
か
き
集
め
て
財
運

を
、
媼
が
も
つ
箒
は
邪
気
を
払
う
魔
除
け
の
象
徴
と
い
う
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
の
は
「
お

前
百
ま
で
（
掃
く
ま
で
）、
わ
し
ゃ
九
十
九
ま
で
（
熊
手
）」
と
い
う
落
ち
ま
で
付
く
。

風
神
　
奈
良
県
宇
陀
市
の
宇
陀
松
山
城
出
土
の
酢か
た
ば
み

漿
草
紋
鬼
瓦
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九

二
）
の
築
城
時
の
城
主
多
賀
氏
の
家
紋
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
と
一
緒
に
珍
し
い
風
神
像
を

あ
ら
わ
し
た
鬼
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
風
神
・
雷
神
と
も
に
風
雨
を
も
た
ら
す
の
で
、
こ
れ

も
火
伏
の
た
め
。

６
　
急
々
如
律
令
・
十
種
神
寶

「
急
々
如
律
令
」
と
い
う
呪
文
は
七
世
紀
か
ら
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
「
急

（

と
い
う
文
字
を
使
う
例
が
多
い
）
々
如
律
令
」
と
「
十と
く
さ種
神か
ん
だ
か
ら宝
」
の
文
字
を
あ
ら
わ
し

た
鬼
瓦
が
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
流
行
し
た
。
そ
の
分
布
は
、
大
和
郡
山
市
（
一
例
、
奥

図28　 蛇と宝嚢・俵鼠・小槌など　橿原市
曲川町の民家米蔵

図29　 水を掻き分ける獺　桜井市初瀬の民
家の蔵
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野
一
九
七
九
）
か
ら
田
原
本
町
（
八
例
）・
桜
井
市
（
七
例
）・
橿
原
市
（
三
例
）・
広
陵
町

（
一
例
）
と
奈
良
県
南
部
を
中
心
と
す
る
。
年
号
を
記
す
例
は
な
い
が
、
聞
き
取
り
調
査
の

結
果
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
同
五
年
（
一
九
一
六
）
頃
の
四
例
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
そ
の
盛
行
年
代
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
も
。
頭
部
の
断
面
が
丸

く
、
左
右
に
二
山
を
表
す
新
形
式
の
鬼
瓦
（
京
覆
輪
型
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
頭
部
の
断
面

が
角
ば
り
、
紋
様
面
が
平
坦
で
背
が
高
い
と
い
う
鬼
瓦
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
明

治
末
期
ま
で
遡
り
そ
う
な
例
も
あ
る
。
大
棟
に
「
急
々
如
律
令
」、
そ
の
他
の
棟
に
「
十
種

神
宝
」
を
の
せ
る
例
が
多
い
（
図
30
）。
な
お
、
桜
井
市
山
田
に
は
、「
急
々
如
律
霊
」
と
、

明
ら
か
に
間
違
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

こ
の
他
、
こ
う
し
た
流
行
に
沿
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
思
わ
れ
る
呪
文
を
書
い
た
鬼
瓦

も
あ
る
。
田
原
本
町
の
Ｔ
家
と
Ｙ
家
に
は
大
棟
に
「
天
圓
地
法
（
方
）　
六
律
九
章
　
符
神

至
所
（
到
此
）　
萬
鬼
滅
亡
　

急
如
律
令
」
と
書
い
た
例
が
あ
っ
た
。
ま
た
桜
井
市
大
福

の
Ｎ
家
に
は
「
乾

亨
利
貞
」（
図
31
）
と
「
十
種
神
宝
」（
図
32
）
の
セ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

ま
た
同
大
泉
で
「
十
種
神
宝
・
急
々
如
律
令
」
と
、
上
に
「
天
皇
　
玉
女
」、
向
か
っ
て
右

に
「
色
星
玉
女
」
左
に
「
多
願
玉
女
」
と
書
き
、
中
央
に
三
つ
の
火
炎
宝
珠
を
表
す
珍
し
い

鬼
瓦
も
見
つ
け
た
（
図
33
）。「
乾
元
亨
利
貞
」
は
、『
周
易
』
な
ど
に
基
づ
く
道
教
法
呪
の

一
つ
だ
と
い
う
。
ま
た
天
皇
玉
女
・
多
願
玉
女
・
色
星
玉
女
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四

二
）
刊
の
『
天
保
新
撰
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
陰
陽
道
で
森
羅
万
象
の
安
定

を
図
る
効
き
目
が
あ
る
三
鏡
宝
珠
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
古
典
に
詳
し
い
物
知
り
が
い

た
の
で
あ
る
。
分
布
か
ら
見
る
と
、
磯
城
郡
内
の
大
泉
の
商
売
熱
心
な
瓦
屋
が
、
魔
除
け
や

火
伏
に
効
果
あ
る
新
商
品
と
し
て
売
り
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

７
　
家
紋
を
表
す
鬼
瓦

瓦
の
紋
様
に
家
紋
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
京
都
市
右
京
区
の
常
盤
仲
之
町
遺

水
に
関
係
が
深
い
生
き
物
で
、
火
伏
の
た
め
か
。
昔
は
こ
の
あ
た
り
に
も
生
息
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

翁
と
媼
　
長
寿
と
夫
婦
円
満
を
願
う
高
砂
人
形
。
翁
が
も
つ
熊
手
は
福
を
か
き
集
め
て
財
運

を
、
媼
が
も
つ
箒
は
邪
気
を
払
う
魔
除
け
の
象
徴
と
い
う
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
の
は
「
お

前
百
ま
で
（
掃
く
ま
で
）、
わ
し
ゃ
九
十
九
ま
で
（
熊
手
）」
と
い
う
落
ち
ま
で
付
く
。

風
神
　
奈
良
県
宇
陀
市
の
宇
陀
松
山
城
出
土
の
酢か

た
ば
み

漿
草
紋
鬼
瓦
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九

二
）
の
築
城
時
の
城
主
多
賀
氏
の
家
紋
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
と
一
緒
に
珍
し
い
風
神
像
を

あ
ら
わ
し
た
鬼
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
風
神
・
雷
神
と
も
に
風
雨
を
も
た
ら
す
の
で
、
こ
れ

も
火
伏
の
た
め
。

６
　
急
々
如
律
令
・
十
種
神
寶

「
急
々
如
律
令
」
と
い
う
呪
文
は
七
世
紀
か
ら
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
「
急

（

と
い
う
文
字
を
使
う
例
が
多
い
）
々
如
律
令
」
と
「
十と
く
さ種
神か
ん
だ
か
ら宝
」
の
文
字
を
あ
ら
わ
し

た
鬼
瓦
が
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
流
行
し
た
。
そ
の
分
布
は
、
大
和
郡
山
市
（
一
例
、
奥

図28　 蛇と宝嚢・俵鼠・小槌など　橿原市
曲川町の民家米蔵

図29　 水を掻き分ける獺　桜井市初瀬の民
家の蔵
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跡
出
土
の
「
一
文
字
三
星
紋
」
軒
丸
瓦
が
一
番
古
く
、
共
伴
遺
物
か
ら
鎌
倉
時
代
と
さ
れ
て

い
る
（
前
田
二
〇
一
六
）。
こ
の
家
紋
は
長
州
毛
利
藩
の
そ
れ
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ

の
淵
源
は
先
祖
の
大
江
家
ま
で
遡
り
、
同
遺
跡
出
土
の
「
一
文
字
三
星
紋
」
軒
丸
瓦
も
大
江

氏
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
一
五
世
紀
中
頃
に
は
「
桐
紋
」
軒
丸
瓦
が
相
国
寺
で
使
わ
れ

（
同
志
社
大
学
二
〇
一
五
）、
や
が
て
、
豊
臣
秀
吉
が
築
い
た
大
坂
城
（
天
正
一
一
年
・
一
五

八
三
に
着
工
）
や
、
聚
楽
第
（
天
正
一
五
年
・
一
五
八
七
に
ほ
ぼ
竣
工
）、
そ
し
て
伏
見
城

（
文
禄
五
年
・
一
五
九
六
に
完
成
）
と
、
そ
の
ま
わ
り
の
大
名
屋
敷
で
本
格
的
に
家
紋
が
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
家
紋
を
表
す
鬼
瓦
も
、
一
六
世
紀
後
半
の
安
土
桃
山
時

代
の
城
郭
建
築
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
宇
陀
松
山
城
出
土
の
酢
漿
草
紋
鬼
瓦
も
そ
の

一
例
で
あ
る
。
江
戸
時
代
も
城
や
武
家
屋
敷
に
用
い
ら
れ
た
が
、
や
が
て
豪
商
の
店
や
蔵
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

家
紋
鬼
瓦
は
数
多
く
あ
る
が
、
今
回
見
た
例
の
な
か
で
珍
し
い
の
が
郡
山
市
内
の
寺
院
の

門
に
の
る
ム
カ
デ
を
あ
ら
わ
し
た
例
。
軍
神
と
財
宝
の
神
、
毘
沙
門
天
の
お
使
い
と
さ
れ
、

決
し
て
後
ろ
に
引
か
な
い
、
後
戻
り
し
な
い
、
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
事
に
当
た
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
武
門
に
と
っ
て
縁
起
の
良
い
紋
様
だ
と
い
う
。

８
　
民
家
で
は
い
つ
頃
か
ら
家
紋
鬼
瓦
が
使
わ
れ
た
の
か

今
回
見
出
し
た
例
で
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
谷
本
五
郎
右
衛
門
作
の
桜
井
市
三
輪

Ｓ
家
の
土
蔵
の
例
が
古
い
（
図
34
）。
そ
の
後
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
桜
井
市
初
瀬

Ｍ
家
の
土
蔵
や
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
橿
原
市
東
池
尻
の
Ｈ
家
の
主
屋
（
農
家
）、

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
大
和
高
田
市
南
本
町
Ｙ
家
の
主
屋
、
文
政
一
〇
年
（
一
八
二

七
）
の
桜
井
市
三
輪
Ｉ
家
の
土
蔵
例
が
続
き
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
高
取
町
市
尾
の

民
家
主
屋
、
翌
年
の
明
日
香
村
入
谷
の
民
家
主
屋
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
桜
井
市
三

図31　「乾 亨利貞」の鬼瓦　桜井市大福の民家 図30　 急如律令と十種神宝　橿原市八木町の
民家　大正5年（1916）築

図33　 「天皇玉女」「色星玉女」「多願玉女」の
鬼瓦　桜井市大泉の民家

図32　十種神宝　塀の留蓋　橿原市常盤町の民家
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上
田
嘉
右
衛
門
　
常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作
」
の
文
字
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
と
俄
然
や
る
気
が
で
て
き
た
。
一
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
な
る
と
、
銘
文
を

省
略
す
る
例
が
多
く
な
る
の
だ
。

太
陽
光
線
が
当
た
り
に
く
い
、
北
面
す
る
鬼
瓦
の
銘
文
は
ど
う
し
て
も
読
み
に
く
い
。
さ

ら
に
銘
文
が
地
衣
類
に
覆
わ
れ
て
い
た
り
、
剥
落
し
て
い
た
り
、
死
角
で
肝
心
な
と
こ
ろ
が

ど
う
し
て
も
読
め
な
い
時
も
多
く
、
悔
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
そ
れ
が
他

の
銘
文
と
突
き
合
わ
せ
る
な
ど
し
て
読
め
た
時
は
、
少
し
お
お
げ
さ
で
は
あ
る
が
史
料
の
解

読
に
も
通
じ
る
醍
醐
味
に
ふ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
、
や
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
大
し
た
こ
と

で
は
な
い
が
一
例
を
あ
げ
る
。

２
　
八
百
村
の
堀
門
文
右
衛
門

桜
井
駅
南
の
来
迎
寺
は
、
市

内
最
大
の
大
屋
根
を
誇
る
寺
院

で
あ
る
。
そ
の
表
門
の
北
西
降

り
棟
の
鬼
瓦
に
銘
文
が
あ
っ
て
、

左
側
面
に
「
明
和
三
（
一
七
六

六
）　
戌
　
三
月
」
と
あ
り
、
右

側
面
に
「
□
□
村
　
堀
門
文
右

衛
門
」
と
あ
る
が
、
剥
離
し
て

い
て
村
名
が
読
め
な
い
（
図

35
）。
そ
れ
で
も
、
二
〇
一
三
年

の
初
夏
に
訪
れ
た
時
は
、
か
ろ

う
じ
て
「
□
一
日
村
」
と
読
め

る
文
字
が
残
っ
て
い
た
が
、
二

輪
Ｓ
家
主
屋
、
嘉
永
五
年
（
一

八
五
二
）
の
明
日
香
村
祝
戸
Ｋ

家
主
屋
（
明
治
初
期
の
元
戸
長

役
場
）
の
例
が
幕
末
近
く
に
集

中
し
て
認
め
ら
れ
る
（
年
表
参

照
）。
明
治
維
新
後
に
は
、
明
治

一
二
年
（
一
八
七
九
）
銘
を
も

つ
桜
井
市
橋
本
Ｙ
家
主
屋
（
農

家
）
や
、
明
治
四
〇
年
（
一
九

〇
七
）
の
桜
井
市
大
福
Ｍ
家

（
元
造
り
酒
屋
）
例
な
ど
の
存
在

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
八
世

紀
中
頃
か
ら
す
で
に
家
紋
を
飾

る
鬼
瓦
が
民
家
に
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
幕
末
直
前
の
文
化
・
文
政
・

天
保
・
弘
化
・
嘉
永
年
間
に
在
銘
鬼
瓦
が
増
加
す
る
の
が
全
般
的
傾
向
で
あ
る
が
（
図
49
‐

1
・
2
・
3
）、
身
分
制
度
の
束
縛
の
中
で
富
を
蓄
積
し
つ
つ
あ
っ
た
商
家
や
農
家
の
中
か

ら
瓦
葺
き
の
家
を
新
築
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
が
こ
の
頃
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
鬼
瓦
の
銘
文

１
　
銘
文
を
読
み
解
く
楽
し
み

調
査
を
始
め
た
頃
は
、
不
慣
れ
で
な
か
な
か
銘
文
が
読
め
な
か
っ
た
。
読
め
て
も
、「
奥

上
嘉
　
常
新
作
」
の
よ
う
に
、
省
略
さ
れ
た
文
字
列
に
と
ま
ど
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か

し
、
資
料
が
増
え
る
に
つ
れ
フ
ル
ネ
ー
ム
を
書
く
例
が
出
て
き
て
、
こ
れ
が
「
奥
山
　
瓦
屋
　

図35　 「八百村　堀門文右衛門」作の鬼瓦　桜井市桜
井来迎寺表門

図34　 家 紋 鬼 瓦　 桜 井 市 三 輪 の 民 家　 宝 暦2年
（1752）谷本五郎右衛門作
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上
田
嘉
右
衛
門
　
常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作
」
の
文
字
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
と
俄
然
や
る
気
が
で
て
き
た
。
一
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
な
る
と
、
銘
文
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省
略
す
る
例
が
多
く
な
る
の
だ
。

太
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光
線
が
当
た
り
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く
い
、
北
面
す
る
鬼
瓦
の
銘
文
は
ど
う
し
て
も
読
み
に
く
い
。
さ

ら
に
銘
文
が
地
衣
類
に
覆
わ
れ
て
い
た
り
、
剥
落
し
て
い
た
り
、
死
角
で
肝
心
な
と
こ
ろ
が

ど
う
し
て
も
読
め
な
い
時
も
多
く
、
悔
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
そ
れ
が
他

の
銘
文
と
突
き
合
わ
せ
る
な
ど
し
て
読
め
た
時
は
、
少
し
お
お
げ
さ
で
は
あ
る
が
史
料
の
解

読
に
も
通
じ
る
醍
醐
味
に
ふ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
、
や
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
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例
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。
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瓦
に
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文
が
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、
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」
と
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り
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右
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面
に
「
□
□
村
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門
文
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あ
る
が
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剥
離
し
て

い
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（
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が
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に
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。
一
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世

紀
中
頃
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ら
す
で
に
家
紋
を
飾

る
鬼
瓦
が
民
家
に
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
幕
末
直
前
の
文
化
・
文
政
・

天
保
・
弘
化
・
嘉
永
年
間
に
在
銘
鬼
瓦
が
増
加
す
る
の
が
全
般
的
傾
向
で
あ
る
が
（
図
49
‐

1
・
2
・
3
）、
身
分
制
度
の
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で
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を
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商
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や
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の
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を
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築
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に
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た
時
代
が
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で
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た
の
で
あ
る
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の
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を
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を
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で
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か
な
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銘
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が
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な
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た
。
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も
、「
奥

上
嘉
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新
作
」
の
よ
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に
、
省
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列
に
と
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か
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た
。
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し
、
資
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で
は
中
街
道
（
下
つ
道
）
か
ら
初
瀬
街
道
（
横
大
路
）
経
由
で
約
一
七
キ
ロ
、
徒
歩
で
約
二

時
間
半
の
行
程
で
あ
る
。
人
力
で
牽
く
荷
車
で
も
半
日
ほ
ど
で
着
く
の
で
、
こ
の
経
路
を
利

用
し
て
「
八
百
村
」
か
ら
「
桜
井
村
来
迎
寺
」
ま
で
鬼
瓦
が
運
ば
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

表
門
の
屋
根
に
は
、
こ
の
他
に
「
寛
政
六
寅
年
（
一
七
九
四
）　
三
輪
　
佐
平
治
」
銘
と
、

江
戸
前
期
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
無
銘
の
鬼
瓦
が
あ
り
、
寄
せ
集
め
て
葺
い
た
感
が

強
い
。
し
た
が
っ
て
、
表
門
の
す
べ
て
の
瓦
を
堀
門
文
右
衛
門
が
作
っ
た
と
は
思
え
な
い

が
、
小
規
模
な
門
な
の
で
、
そ
の
運
搬
も
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
七
キ
ロ
と
い
う
道
の
り
（
直
線
距
離
で
八
キ
ロ
）
は
、
後
述
す
る
近
世
瓦
屋
の
直
線
距

離
で
片
道
四
〜
五
キ
ロ
と
い
う
供
給
圏
を
超
え
て
お
り
、
寄
進
な
ど
の
特
別
な
理
由
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
井
寺
内
町
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
称
念
寺
の
瓦
は
、
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）
の
修
理
時
の
銘
文
か
ら
、
田
原
本
村
今
里
村
の
「
南
瓦
屋
」
か
ら
中
街
道
経

由
で
八
・
一
キ
ロ
（
直
線
距
離
で
七
・
一
キ
ロ
）
を
運
ば
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
浄

土
真
宗
の
大
和
五
ヶ
所
御
坊
で
あ
る
今
井
御
坊
と
田
原
本
御
坊
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
背
景

に
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
来
迎
寺
は
融
通
念
仏
宗
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
田
原
本
村
と
の

結
び
つ
き
は
薄
い
が
、
同
宗
に
属
す
有
力
者
と
の
関
連
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

３
　
銘
文
の
内
容
　
何
の
た
め
何
が
書
か
れ
て
い
る
か

銘
文
は
、
も
っ
と
も
造
形
的
に
目
立
つ
鬼
瓦
や
鯱
、
留
蓋
な
ど
に
竣
工
を
記
念
し
て
刻
ん

だ
と
思
わ
れ
る
例
が
多
い
が
、
鳥
衾
や
丸
・
平
瓦
な
ど
に
書
い
た
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
今

回
の
よ
う
に
、
下
か
ら
見
上
げ
て
の
調
査
で
は
、
獅
子
口
同
様
、
後
者
の
銘
文
を
読
み
取
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
修
理
な
ど
を
気
長
に
待
つ
し
か
な
い
。

「
法
隆
寺
瓦
塼
銘
文
集
成
」（
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
一
九
九
二
）
に
よ
れ
ば
、

鎌
倉
時
代
以
降
の
瓦
に
残
る
銘
文
と
し
て
は
、
唐
招
提
寺
金
堂
大
棟
東
の
鴟
尾
の
元
亨
三
年

（
一
三
二
三
）
の
瓦
大
工
橘
氏
の
創
始
者
と
目
さ
れ
る
「
作
者
寿
王
三
郎
太
夫
正
重
」
が
最

〇
一
七
年
の
一
月
に
は
さ
ら
に
剥
落
が
進
み
、「
村
」
の
上
は
完
全
に
読
め
な
く
な
っ
て
い

た
。
年
代
（
い
つ
？
）
や
瓦
屋
の
名
前
（
誰
が
？
）
が
分
か
っ
て
も
、
そ
の
本
拠
地
（
ど
こ

で
？
）
が
不
明
だ
と
銘
文
の
史
料
価
値
は
半
減
す
る
。

「
□
一
日
村
」
は
桜
井
市
内
に
な
い
。『
奈
良
県
の
地
名
』
を
開
い
て
も
、
最
後
に
「
日
」

が
つ
く
村
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
諦
め
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
田
原
本
町
内
の
鬼

瓦
を
集
め
た
中
西
秀
和
さ
ん
の
一
覧
表
を
参
照
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
田
原
本
町
八
尾
の
鏡
作

神
社
の
瓦
製
露
盤
銘
に
「
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
八
百
村
町
　
堀
内
文
右
衛
門
」、
留

蓋
上
の
役
行
者
の
従
者
、
前
鬼
の
銘
文
に
「
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
堀
内
氏
作
」
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
（
中
西
二
〇
〇
八
）。
中
西
さ
ん
は
、
門
の
行
書
体
を
内
と
し
、「
堀
内
」

と
読
む
が
、
そ
の
写
真
や
拓
本
、
来
迎
寺
例
に
よ
れ
ば
「
堀
門
」
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

「
□
一
日
村
」
の
、「
一
日
」
の
一
と
日
は
あ
ま
り
離
れ
て
お
ら
ず
、
百
の
二
画
目
が
省
略

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
剥
離
面
を
画
面
上
で
拡
大
す
る
と
、「
八
」
の
右

撥
ね
部
分
に
深
く
入
っ
た
箆
跡
が
わ
ず
か
に
残
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
鬼
瓦
の
銘
文

は
、「
八
百
村
　
堀
門
文
右
衛
門
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
『
奈
良
県
の
地
名
』
を
み
る
と
、
田
原
本
村
の
新
町
村
と
八
尾
村
の

項
に
、
現
在
の
田
原
本
町
大
字
八
尾
は
江
戸
時
代
に
は
八
尾
村
と
称
し
、
享
保
九
年
か
ら
同

年
間
（
一
七
二
四
〜
一
七
三
六
年
）
成
立
の
「
和
州
御
領
郷
鑑
」
に
は
、「
八
百
村
」
と
記

し
、
本
村
七
九
軒
、
町
家
で
あ
る
常
盤
町
九
一
軒
の
中
に
瓦
屋
一
軒
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述

に
ぶ
つ
か
っ
た
（
平
凡
社
一
九
八
一
）。
来
迎
寺
表
門
の
鬼
瓦
銘
文
の
「
明
和
三
　
戌
（
一

七
六
六
）　
三
月
」
と
い
う
銘
文
か
ら
す
る
と
、
こ
の
常
盤
町
の
瓦
屋
が
堀
門
文
右
衛
門
で

あ
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
。
な
お
、
享
保
二
一
年
（
一
七
三
六
）
の
「
大
和
志
」
に
は
八

尾
村
の
特
産
と
し
て
「
土
盌
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
窯
業
に
適
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る

（
平
凡
社
一
九
八
一
）。

田
原
本
村
の
北
に
あ
る
八
百
村
か
ら
、
地
図
ソ
フ
ト
で
そ
の
距
離
を
測
る
と
、
来
迎
寺
ま
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は
っ
き
り
言
っ
て
下
手
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

製
作
者
名
を
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
吉
重
の
場
合
は
通
称
名
や
世
襲
名
・
諱
な
ど

を
か
な
り
自
在
に
使
い
分
け
て
お
り
、
同
一
人
を
指
す
の
か
ど
う
か
紛
ら
わ
し
い
場
合
も
あ

る
。
ま
た
今
回
多
数
の
銘
文
が
見
つ
か
っ
た
三
輪
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
、
同
佐
平
治
の
よ
う

に
そ
の
存
続
年
代
か
ら
世
襲
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
も
、
そ
れ
が
何
代
に
わ
た
る
も

の
か
判
断
し
が
た
い
例
が
あ
っ
た
。
筆
跡
か
ら
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
先
代
の
筆
跡
を
ま
ね
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
の
で
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

吉
重
を
例
に
あ
げ
る
と
、
製
作
者
名
に
は
、
家
名
（
姓
・
氏
・
名
字
―
橘
）・
幼
名
・
仮

名
（
通
称
名
―
彦
次
郎
）・
世
襲
名
（
寿
王
三
郎
）・
職
名
（
瓦
大
工
）・
諱
（
実
名
―
吉

重
）・
法
号
（
ユ
ウ
ア
ミ
）
な
ど
が
あ
る
。
吉
重
は
受
領
名
（
飛
騨
掾
な
ど
）
を
持
た
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
記
す
瓦
師
も
あ
る
。
さ
ら
に
末
尾
に
花
押
を
加
え
、
三
日

月
や
扇
な
ど
の
簡
単
な
紋
様
の
刻
印
を
押
す
例
も
あ
る
。
ま
た
年
齢
や
同
時
に
参
加
し
た
工

人
名
を
併
記
す
る
場
合
や
、「
作
・
作
也
」
を
書
く
場
合
も
あ
る
。
藤
原
朝
臣
や
橘
な
ど
の

名
家
の
苗
字
や
受
領
名
は
本
来
拝
領
す
る
も
の
で
あ
り
、
授
け
る
本
家
の
許
し
を
得
な
け
れ

ば
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
が
新
し
く
な
る
と
雲
梯
村

の
小
兵
衛
の
よ
う
に
、
自
ら
の
出
自
を
飾
る
た
め
に
勝
手
に
名
乗
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
も
あ

る
。
こ
れ
な
ど
は
、
修
理
な
ど
で
屋
根
に
登
る
機
会
が
多
か
っ
た
瓦
工
が
、
た
ま
た
ま
大
先

輩
の
銘
文
を
見
て
感
激
し
、
そ
れ
を
真
似
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
吉
重
や
一
七
世
紀
前
半
に
法
隆
寺
で
活
躍
し
た
西
京
理
右
衛
門
（
利
介
・
理
介
）

は
、
年
齢
を
書
く
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
生
涯
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
い
く
つ
か
の
研
究

が
あ
る
（
佐
川
一
九
九
二
・
一
九
九
八
）。
ま
た
一
六
世
紀
中
頃
に
大
和
国
西
京
か
ら
移
住

し
、
播
磨
国
の
三
木
を
中
心
に
活
躍
し
た
橘
朝
臣
清
川
神
左
衛
門
国
次
ら
の
親
子
三
人
や
、

古
で
あ
る
。
こ
れ
に
一
五
世
紀
初
頭
の
国
重
、
同
前
半
に
年
齢
を
銘
文
に
記
し
た
の
で
七
一

歳
ま
で
活
躍
し
た
こ
と
が
わ
か
る
初
代
吉
重
、
同
後
半
の
二
代
吉
重
の
例
が
続
く
が
、
な
か

で
も
初
代
吉
重
の
残
し
た
銘
文
が
も
っ
と
も
内
容
豊
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
今
回
の
調
査
例
も

加
味
し
つ
つ
分
析
し
て
み
よ
う
（
年
表
参
照
）。

銘
文
の
内
容
は
以
下
の
項
目
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
製
作
者
名

②
　
製
作
地
、
あ
る
い
は
製
作
者
の
本
拠
地
（
村
名
）

③
　
職
名
（
称
号
）

④
　
製
作
年
月
日

⑤
　
所
用
建
物
や
葺
く
位
置

⑥
　
製
作
し
た
瓦
の
種
類

⑦
　
製
作
量

⑧
　
製
作
期
間

⑨
　
製
作
目
的
（
新
築
・
修
理
・
追
善
供
養
な
ど
）

⑩
　
採
土
地

⑪
　
発
注
者
関
係
（
施
主
名
・
檀
那
名
・
寄
進
者
名
・
奉
行
名
・
勧
進
元
な
ど
）

①
の
製
作
者
名
を
刻
む
最
大
の
理
由
は
、
仏
師
や
絵
師
と
お
な
じ
よ
う
に
、
自
信
作
の
作

者
で
あ
る
こ
と
を
、
今
の
世
に
、
そ
し
て
後
の
世
に
ま
で
伝
え
た
い
と
い
う
瓦
師
の
矜
持
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
法
隆
寺
に
は
初
代
吉
重
（
以
下
、
初
代
を
省
略
）
な
ど
、
尊
敬
す
べ
き
先

達
の
製
品
が
数
多
く
残
る
。
屋
根
に
登
り
、
あ
る
い
は
見
上
げ
て
先
達
の
製
品
を
眺
め
、
そ

れ
を
手
本
に
し
て
作
り
、
よ
く
で
き
た
と
思
え
る
時
は
、
吉
重
と
お
な
じ
よ
う
に
名
を
残
し

た
く
な
る
。
逆
に
、
数
合
わ
せ
や
間
に
合
わ
せ
で
作
っ
た
恥
ず
か
し
い
製
品
に
は
、
名
を
刻

み
た
く
な
い
の
が
職
人
の
プ
ラ
イ
ド
な
の
で
あ
ろ
う
。
様
式
上
、
江
戸
前
期
と
思
わ
れ
る
鬼

瓦
の
中
に
は
、
銘
文
を
残
さ
な
い
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
い
さ
さ
か
作
り
が
雑
な
例
、
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は
っ
き
り
言
っ
て
下
手
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

製
作
者
名
を
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
吉
重
の
場
合
は
通
称
名
や
世
襲
名
・
諱
な
ど

を
か
な
り
自
在
に
使
い
分
け
て
お
り
、
同
一
人
を
指
す
の
か
ど
う
か
紛
ら
わ
し
い
場
合
も
あ

る
。
ま
た
今
回
多
数
の
銘
文
が
見
つ
か
っ
た
三
輪
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
、
同
佐
平
治
の
よ
う

に
そ
の
存
続
年
代
か
ら
世
襲
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
も
、
そ
れ
が
何
代
に
わ
た
る
も

の
か
判
断
し
が
た
い
例
が
あ
っ
た
。
筆
跡
か
ら
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
先
代
の
筆
跡
を
ま
ね
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
の
で
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

吉
重
を
例
に
あ
げ
る
と
、
製
作
者
名
に
は
、
家
名
（
姓
・
氏
・
名
字
―
橘
）・
幼
名
・
仮

名
（
通
称
名
―
彦
次
郎
）・
世
襲
名
（
寿
王
三
郎
）・
職
名
（
瓦
大
工
）・
諱
（
実
名
―
吉

重
）・
法
号
（
ユ
ウ
ア
ミ
）
な
ど
が
あ
る
。
吉
重
は
受
領
名
（
飛
騨
掾
な
ど
）
を
持
た
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
記
す
瓦
師
も
あ
る
。
さ
ら
に
末
尾
に
花
押
を
加
え
、
三
日

月
や
扇
な
ど
の
簡
単
な
紋
様
の
刻
印
を
押
す
例
も
あ
る
。
ま
た
年
齢
や
同
時
に
参
加
し
た
工

人
名
を
併
記
す
る
場
合
や
、「
作
・
作
也
」
を
書
く
場
合
も
あ
る
。
藤
原
朝
臣
や
橘
な
ど
の

名
家
の
苗
字
や
受
領
名
は
本
来
拝
領
す
る
も
の
で
あ
り
、
授
け
る
本
家
の
許
し
を
得
な
け
れ

ば
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
が
新
し
く
な
る
と
雲
梯
村

の
小
兵
衛
の
よ
う
に
、
自
ら
の
出
自
を
飾
る
た
め
に
勝
手
に
名
乗
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
も
あ

る
。
こ
れ
な
ど
は
、
修
理
な
ど
で
屋
根
に
登
る
機
会
が
多
か
っ
た
瓦
工
が
、
た
ま
た
ま
大
先

輩
の
銘
文
を
見
て
感
激
し
、
そ
れ
を
真
似
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
吉
重
や
一
七
世
紀
前
半
に
法
隆
寺
で
活
躍
し
た
西
京
理
右
衛
門
（
利
介
・
理
介
）

は
、
年
齢
を
書
く
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
生
涯
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
い
く
つ
か
の
研
究

が
あ
る
（
佐
川
一
九
九
二
・
一
九
九
八
）。
ま
た
一
六
世
紀
中
頃
に
大
和
国
西
京
か
ら
移
住

し
、
播
磨
国
の
三
木
を
中
心
に
活
躍
し
た
橘
朝
臣
清
川
神
左
衛
門
国
次
ら
の
親
子
三
人
や
、

古
で
あ
る
。
こ
れ
に
一
五
世
紀
初
頭
の
国
重
、
同
前
半
に
年
齢
を
銘
文
に
記
し
た
の
で
七
一

歳
ま
で
活
躍
し
た
こ
と
が
わ
か
る
初
代
吉
重
、
同
後
半
の
二
代
吉
重
の
例
が
続
く
が
、
な
か

で
も
初
代
吉
重
の
残
し
た
銘
文
が
も
っ
と
も
内
容
豊
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
今
回
の
調
査
例
も

加
味
し
つ
つ
分
析
し
て
み
よ
う
（
年
表
参
照
）。

銘
文
の
内
容
は
以
下
の
項
目
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
製
作
者
名

②
　
製
作
地
、
あ
る
い
は
製
作
者
の
本
拠
地
（
村
名
）

③
　
職
名
（
称
号
）

④
　
製
作
年
月
日

⑤
　
所
用
建
物
や
葺
く
位
置

⑥
　
製
作
し
た
瓦
の
種
類

⑦
　
製
作
量

⑧
　
製
作
期
間

⑨
　
製
作
目
的
（
新
築
・
修
理
・
追
善
供
養
な
ど
）

⑩
　
採
土
地

⑪
　
発
注
者
関
係
（
施
主
名
・
檀
那
名
・
寄
進
者
名
・
奉
行
名
・
勧
進
元
な
ど
）

①
の
製
作
者
名
を
刻
む
最
大
の
理
由
は
、
仏
師
や
絵
師
と
お
な
じ
よ
う
に
、
自
信
作
の
作

者
で
あ
る
こ
と
を
、
今
の
世
に
、
そ
し
て
後
の
世
に
ま
で
伝
え
た
い
と
い
う
瓦
師
の
矜
持
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
法
隆
寺
に
は
初
代
吉
重
（
以
下
、
初
代
を
省
略
）
な
ど
、
尊
敬
す
べ
き
先

達
の
製
品
が
数
多
く
残
る
。
屋
根
に
登
り
、
あ
る
い
は
見
上
げ
て
先
達
の
製
品
を
眺
め
、
そ

れ
を
手
本
に
し
て
作
り
、
よ
く
で
き
た
と
思
え
る
時
は
、
吉
重
と
お
な
じ
よ
う
に
名
を
残
し

た
く
な
る
。
逆
に
、
数
合
わ
せ
や
間
に
合
わ
せ
で
作
っ
た
恥
ず
か
し
い
製
品
に
は
、
名
を
刻

み
た
く
な
い
の
が
職
人
の
プ
ラ
イ
ド
な
の
で
あ
ろ
う
。
様
式
上
、
江
戸
前
期
と
思
わ
れ
る
鬼

瓦
の
中
に
は
、
銘
文
を
残
さ
な
い
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
い
さ
さ
か
作
り
が
雑
な
例
、
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四
十
七
才
子
　
瓦
大
工
　
西
京
　
利
介
　
甚
三
郎
　
久
七
」
と
い
う
本
拠
地
を
明
示
し
た
銘

文
が
再
び
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
利
介
は
理
介
、
吉
重
、
理
右
衛
門
と
名
乗
り
を
変
え
な

が
ら
も
必
ず
「
西
京
」
を
冠
し
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
か
ら
は
、「
後し
り

肢え
だ

村
」「
尻
枝
田

村
」
と
出
身
の
村
名
ま
で
明
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
か
ら
は
、「
瓦
大
工
」
と
い
う
職
名
に
変
え
て
「
天
下
一
瓦
屋
」
あ
る
い
は

「
瓦
屋
」
と
い
う
職
名
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
瓦
屋
を
書
く
例
が
徐
々
に
増

え
る
の
で
、
こ
の
銘
文
こ
そ
大
和
に
お
け
る
近
世
瓦
屋
の
成
立
を
告
げ
る
最
初
の
例
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
が
室
町
時
代
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
瓦
の
銘
文
の
内
容
で
あ
る
が
、
以

下
、
今
回
集
め
た
大
和
三
山
周
辺
に
お
け
る
近
世
の
鬼
瓦
の
銘
文
の
代
表
的
な
例
に
つ
い
て

紹
介
し
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

４
　
銘
文
の
記
載
位
置

銘
文
は
人
通
り
が
多
い
表
通
り
や
敷
地
の
角
に
面
す
る
な
ど
、
そ
の
建
物
の
一
番
目
立
つ

位
置
に
最
長
の
銘
文
の
鬼
瓦
を
据
え
る
例
が
多
い
。
本
堂
な
ど
の
場
合
は
、
大
棟
両
端
の
鬼

瓦
の
正
面
側
に
年
号
や
村
名
、
作
者
名
な
ど
を
書
き
、
裏
側
は
省
略
し
た
例
が
多
い
。
目
立

つ
位
置
に
銘
文
を
刻
む
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
施
主
と
の
相
談
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
施
主
側
か
ら
檀
那
名
を
刻
め
と
い
う
要
請
も
あ
っ
た
。
全
部
の
鬼
瓦
に
銘
文
が
あ
れ

ば
助
か
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
何
故
か
ま
っ
た
く
書
い
て
く
れ
な
い
例
も

多
い
。

中
世
以
降
の
鬼
瓦
の
、
銘
文
の
位
置
を
通
観
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

法
隆
寺
の
こ
の
時
期
の
鬼
瓦
の
銘
文
は
、
正
面
と
左
右
側
面
に
あ
り
、
鬼
瓦
の
型
式
変
化

と
関
わ
り
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
正
面
か
ら
側
面
へ
と
変
わ
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
鬼
瓦
に

は
、
中
世
の
伝
統
的
な
型
式
が
残
り
、
浅
い
箱
型
に
作
る
地
板
に
立
体
的
な
顔
を
あ
ら
わ

お
な
じ
橘
氏
を
名
乗
っ
た
清
川
長
右
衛
門
一
族
の
よ
う
に
、
記
さ
れ
た
年
齢
と
名
前
な
ど
を

手
が
か
り
に
し
て
、
数
代
に
わ
た
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
明
ら
か
に
で
き
る
貴

重
な
例
も
あ
る
（
三
木
市
立
堀
光
美
術
館
二
〇
〇
一
）。

③
の
職
名
は
、
瓦
大
工
・
権
大
工
・
大
工
・
瓦
師
・
瓦
工
・
瓦
屋
・
細
工
人
・
土
打
ち
な

ど
が
あ
る
。

④
の
製
作
年
月
日
は
、
年
号
・
干
支
・
□
月
□
日
・
□
月
□
旬
・
□
月
吉
日
が
あ
る
。
江

戸
時
代
に
は
「
□
月
吉
日
」
と
書
く
例
が
大
多
数
で
あ
り
、
今
回
の
調
査
例
で
は
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
の
例
が
古
い
。

鳥
衾
な
ど
に
残
る
吉
重
の
銘
文
に
は
、
施
主
名
や
製
作
に
参
加
し
た
大
工
の
名
を
列
記
し

た
例
が
あ
り
、
棟
梁
以
下
の
工
人
名
を
記
し
た
「
棟
札
」
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
当
時
、
一
般
に
格
下
と
意
識
さ
れ
て
い
た
瓦
工
の
社
会
的
位
置
の
向

上
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
銘
文
を
書
き
始
め
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

吉
重
の
銘
文
は
漢
字
が
少
な
く
カ
タ
カ
ナ
が
多
い
。
ま
た
シ
ャ
・
シ
ュ
・
シ
ョ
な
ど
拗
音

に
発
音
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
漢
字
音
を
サ
・
ス
・
ソ
と
一
字
で
書
く
直
音
表
記
も
難
し
く
、

ま
た
濁
音
も
表
記
し
な
い
の
で
な
か
な
か
読
め
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
断
定
こ

そ
で
き
な
い
が
、
製
作
地
あ
る
い
は
自
ら
の
本
拠
地
を
書
い
た
例
が
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の

特
色
は
、
江
戸
時
代
の
鬼
瓦
の
銘
文
の
多
く
が
、「
五
位
村
　
左
兵
衛
作
」「
曽
我
村
　
左
兵

衛
作
」
な
ど
と
自
ら
の
本
拠
地
を
明
記
す
る
例
が
多
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
吉
重
ら
が
法
隆
寺
と
い
う
大
寺
院
を
舞
台
に
活
躍
し
、
瓦
大
工
橘
寿
王
三
郎
吉
重

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
だ
け
で
広
く
通
用
し
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。「
法
隆
寺
瓦
塼
銘
文
集

成
」
か
ら
、
本
拠
地
を
書
く
例
を
探
す
と
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
に
綱
封
蔵
の
鳥
衾
に

書
か
れ
た
「
瓦
大
工
　
ニ
シ
ノ
キ
ヤ
ウ
　
ヨ
シ
シ
ケ
　
作
也
（
瓦
大
工
　
西
京
　
吉
重
　
作

也
）」
が
も
っ
と
も
古
い
。
こ
の
吉
重
は
三
代
目
か
四
代
目
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
慶

長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
な
っ
て
、
大
講
堂
の
鳥
衾
の
長
文
の
銘
文
末
尾
に
「
新
右
門
尉
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浦
上
泰
造
（
裏
が
見
た
い
ゾ
ー
）
も
お
手
上
げ
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
庭
な
ど
に
保

存
し
て
あ
る
鬼
瓦
の
何
点
か
に
裏
側
に
銘
文
を
も
つ
例
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
屋

根
上
に
あ
る
鬼
瓦
の
裏
面
に
銘
文
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
限
界
も
認
識
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

５
　
銘
文
の
書
き
方
と
書
体

三
山
地
域
の
鬼
瓦
銘
文
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
手
習
い
を
学
ん
だ
人
物
と
、
そ
う
で
な

い
者
、
ま
た
上
手
下
手
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
厳
密
に
は
分
け
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も

Ａ
〜
Ｃ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
（
典
型
）
と
そ
れ
ぞ
れ
大
ま
か
な
年
代
差
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
図
39
・
40
）。
そ
れ
は
、
め
く
れ
の
有
無
や
、
筆
画
交
差
部
の
先
後
関
係
、
太
い
か

細
い
か
、
丸
い
か
尖
る
か
な
ど
の
ヘ
ラ
先
の
形
状
差
に
注
意
し
な
が
ら
、
①
楷
書
か
行
書

し
、
大
棟
用
の
鬼
瓦
は
両
脚
（
足
元
）
の
部
分
が
左
右
に
ひ
ろ
が
る
。
降
り
棟
用
や
隅
棟
用

の
鬼
瓦
は
、
大
棟
用
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
両
脚
部
分
に
紋
様
の
な
い
空
白
が
あ
り
、
銘
文
は

こ
こ
に
書
く
例
が
多
い
。
な
お
、
獅
子
口
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
天
辺
に
書
く
例
が
圧

倒
的
に
多
い
。

今
回
の
調
査
で
は
、
一
七
世
紀
初
め
か
ら
の
鬼
瓦
が
お
も
な
研
究
対
象
と
な
っ
た
。
銘
文

は
正
面
の
左
右
に
姓
名
と
花
押
、
製
作
年
月
日
を
書
く
例
か
ら
始
ま
り
、
両
側
面
に
書
く
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
あ
と
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
右
側
面
に
年
月
日
を
書
く
例
が
多
い

が
、
原
則
通
り
で
な
い
も
の
も
多
い
。
正
面
頂
部
に
横
に
書
く
例
も
少
数
な
が
ら
あ
る
（
図

36
）。
正
面
の
左
右
、
通
常
は
珠
紋
を
あ
ら
わ
す
例
が
多
い
部
分
を
無
紋
と
し
、
そ
の
空
白

部
分
に
縦
に
銘
文
を
入
れ
る
例
（
図
37
）
や
、
鬼
瓦
の
裏
に
書
く
例
も
あ
る
（
図
38
）。
こ

れ
も
困
り
も
の
で
、
屋
根
上
の
鬼
瓦
の
裏
を
覗
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
は
さ
す
が
の

図37　 「柏原邑住人　谷久兵衛作」享保6年（1721）　
高取町松山　浄円寺

図38　 「 細 工 所　 横 内　 森 本 勝 吉 作 」　 天 保15年
（1844）桜井市横内の民家

図36　 「ミワ　瓦屋　佐平治」作の家紋鬼瓦　寛政13
年（1801）　桜井市岩坂の民家
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1：桜井市桜井大願寺鬼瓦①、2：同鳥衾、3：同鬼瓦②、4：同鬼瓦③、5：同鬼瓦④、6：桜井市薬師町薬師庵鬼瓦②
7：同鬼瓦①、8：同鬼瓦③、9・12：大願寺鯱、10：同留蓋①、11：同留蓋②

７
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図39　銘文集成（1）（縮尺1：2.5）
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やまと・まほろば・甍紀行

図39　銘文集成（1）（縮尺1：2.5）
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13：橿原市大垣町親縁寺鬼瓦①、14：同鬼瓦②、15：同中曽司町正福寺獅子口②、16：同留蓋
17：同獅子口①、18：桜井市戒重春日神社鬼瓦

図40　銘文集成（2）（縮尺1：2.5）
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よ
う
に
使
い
大
き
く
刻
む
例
が
現
れ
る
（
図
42
）。
一
八
世
紀
前

半
を
通
じ
て
こ
う
し
た
大
書
す
る
例
が
増
え
一
八
世
紀
中
葉
に

は
多
数
派
に
な
る
。
三
輪
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
や
佐
平
次
（
図

39
‐
10
）、
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
や
五
井
村
の
大
西
治
郎
四
郎

が
、
こ
う
し
た
太
く
大
き
な
字
を
刻
む
銘
文
の
代
表
者
で
あ
る

（
図
40
‐
13
・
17
）。
ま
た
「
三
輪
」
を
「
ミ
ワ
」（
図
39
‐
10
）、

「
新
口
村
」
を
「
二
ノ
口
村
」
と
下
か
ら
で
も
読
み
や
す
く
書
く

例
も
増
え
る
。
宣
伝
効
果
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。Ｃ

タ
イ
プ
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
散
見
さ
れ
る
も
の
で
、

そ
の
後
多
数
派
と
な
る
。
筆
使
い
の
基
礎
で
あ
る
「
起
筆
」
や

「
収
筆
」、
ま
た
「
と
め
、
は
ね
、
は
ら
い
」
を
無
視
し
、
細
い

ヘ
ラ
で
直
線
的
に
筆
画
を
書
く
例
が
多
い
（
図
39
‐
９
・
12
）。

放
ち
書
き
の
楷
書
体
が
多
数
で
あ
る
が
金
釘
流
の
文
字
も
多
く
、

自
己
流
に
崩
し
た
文
字
は
読
む
の
に
苦
労
す
る
。
し
か
し
、
資

料
が
増
え
、
ま
た
経
験
を
積
む
と
、
あ
る
日
突
然
読
め
る
こ
と

も
あ
る
。
こ
の
時
の
う
れ
し
さ
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
。
常

門
村
の
新
兵
衛
さ
ん
や
（
図
87
〜
91
）、「
南
都
　
細
工
人
　
米

川
（
米
藤
）」
さ
ん
の
よ
う
に
（
図
102
・
103
）、
そ
の
筆
跡
か
ら

同
一
人
物
が
書
い
た
銘
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
例
も
多
い
。

６
　
年
号
を
左
右
ど
ち
ら
に
書
く
か

今
回
調
査
し
た
鬼
瓦
の
多
く
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
面
に

年
月
日
を
、
反
対
側
に
製
作
者
の
本
拠
地
の
村
の
名
や
名
前

か
、
②
ヘ
ラ
の
使
い
方
、
③
一
字
ず
つ
放
し
て
書
く
放
ち
書
き

と
、
さ
ら
さ
ら
と
書
く
続
け
書
き
の
違
い
、
と
い
う
三
点
に
注

目
す
る
と
み
え
て
く
る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
筆
跡
か
ら
同
一
作

者
で
あ
る
こ
と
を
判
定
で
き
る
場
合
も
あ
る
。

Ａ
タ
イ
プ
は
一
七
世
紀
に
典
型
例
が
多
い
が
、
十
八
世
紀
後

半
（
七
〇
年
代
）
ま
で
残
存
す
る
。
細
い
ヘ
ラ
を
筆
の
よ
う
に

使
っ
た
行
書
体
放
ち
書
き
が
原
則
で
、
文
字
は
浅
く
細
い
線
で

刻
ま
れ
、
書
を
一
応
習
っ
た
人
物
の
筆
跡
と
思
わ
れ
、
と
く
に

署
名
部
分
は
続
け
書
き
す
る
例
が
多
い
（
図
39
‐
１
・
４
・

５
・
７
）。
た
だ
し
、
７
の
よ
う
に
極
端
に
字
が
細
い
と
地
上
か

ら
は
な
か
な
か
読
め
な
い
。
ま
た
、（
図
39
‐
１
・
３
〜
５
）
は

脇
本
五
郎
右
衛
門
が
桜
井
市
桜
井
の
大
願
寺
の
本
堂
用
に
同
時

に
作
っ
た
四
つ
の
鬼
瓦
の
銘
文
で
あ
る
が
、
比
較
す
る
と
わ
か

る
よ
う
に
同
一
人
物
の
銘
文
で
も
字
の
崩
し
方
を
少
し
ず
つ
変

え
て
い
る
例
が
結
構
多
く
、
筆
跡
鑑
定
の
難
し
さ
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

一
七
世
紀
末
に
な
り
、
鬼
瓦
が
や
や
深
い
箱
型
の
作
り
に
な

る
に
つ
れ
、
側
面
の
厚
さ
が
増
し
、
銘
文
は
こ
こ
に
書
く
例
が

多
く
な
る
。
Ｂ
タ
イ
プ
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
字
を
太
い
放

ち
書
き
の
楷
書
体
で
側
面
い
っ
ぱ
い
に
彫
る
も
の
で
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
の
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
「
田
原
本
善
四
郎
」

の
例
な
ど
が
そ
の
古
い
例
で
あ
る
（
図
41
）。
し
か
し
、
な
お
Ａ

タ
イ
プ
が
主
流
を
占
め
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
な
っ
て

「
三
輪
　
五
郎
右
門
」
と
楷
書
体
で
太
い
字
を
ヘ
ラ
を
彫
刻
刀
の

図41　 「田原本善四郎」　元禄5年（1692）　桜井市初
瀬　長谷寺一切経蔵

図42　 「三輪五郎右門」　正徳2年（1712）　桜井市慈
恩寺　阿弥陀堂
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的
に
筆
画
を
書
く
例
が
多
い
（
図
39
‐
９
・
12
）。

放
ち
書
き
の
楷
書
体
が
多
数
で
あ
る
が
金
釘
流
の
文
字
も
多
く
、

自
己
流
に
崩
し
た
文
字
は
読
む
の
に
苦
労
す
る
。
し
か
し
、
資

料
が
増
え
、
ま
た
経
験
を
積
む
と
、
あ
る
日
突
然
読
め
る
こ
と

も
あ
る
。
こ
の
時
の
う
れ
し
さ
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
。
常

門
村
の
新
兵
衛
さ
ん
や
（
図
87
〜
91
）、「
南
都
　
細
工
人
　
米

川
（
米
藤
）」
さ
ん
の
よ
う
に
（
図
102
・
103
）、
そ
の
筆
跡
か
ら

同
一
人
物
が
書
い
た
銘
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
例
も
多
い
。

６
　
年
号
を
左
右
ど
ち
ら
に
書
く
か

今
回
調
査
し
た
鬼
瓦
の
多
く
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
面
に

年
月
日
を
、
反
対
側
に
製
作
者
の
本
拠
地
の
村
の
名
や
名
前

か
、
②
ヘ
ラ
の
使
い
方
、
③
一
字
ず
つ
放
し
て
書
く
放
ち
書
き

と
、
さ
ら
さ
ら
と
書
く
続
け
書
き
の
違
い
、
と
い
う
三
点
に
注

目
す
る
と
み
え
て
く
る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
筆
跡
か
ら
同
一
作

者
で
あ
る
こ
と
を
判
定
で
き
る
場
合
も
あ
る
。

Ａ
タ
イ
プ
は
一
七
世
紀
に
典
型
例
が
多
い
が
、
十
八
世
紀
後

半
（
七
〇
年
代
）
ま
で
残
存
す
る
。
細
い
ヘ
ラ
を
筆
の
よ
う
に

使
っ
た
行
書
体
放
ち
書
き
が
原
則
で
、
文
字
は
浅
く
細
い
線
で

刻
ま
れ
、
書
を
一
応
習
っ
た
人
物
の
筆
跡
と
思
わ
れ
、
と
く
に

署
名
部
分
は
続
け
書
き
す
る
例
が
多
い
（
図
39
‐
１
・
４
・

５
・
７
）。
た
だ
し
、
７
の
よ
う
に
極
端
に
字
が
細
い
と
地
上
か

ら
は
な
か
な
か
読
め
な
い
。
ま
た
、（
図
39
‐
１
・
３
〜
５
）
は

脇
本
五
郎
右
衛
門
が
桜
井
市
桜
井
の
大
願
寺
の
本
堂
用
に
同
時

に
作
っ
た
四
つ
の
鬼
瓦
の
銘
文
で
あ
る
が
、
比
較
す
る
と
わ
か

る
よ
う
に
同
一
人
物
の
銘
文
で
も
字
の
崩
し
方
を
少
し
ず
つ
変

え
て
い
る
例
が
結
構
多
く
、
筆
跡
鑑
定
の
難
し
さ
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

一
七
世
紀
末
に
な
り
、
鬼
瓦
が
や
や
深
い
箱
型
の
作
り
に
な

る
に
つ
れ
、
側
面
の
厚
さ
が
増
し
、
銘
文
は
こ
こ
に
書
く
例
が

多
く
な
る
。
Ｂ
タ
イ
プ
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
字
を
太
い
放

ち
書
き
の
楷
書
体
で
側
面
い
っ
ぱ
い
に
彫
る
も
の
で
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
の
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
「
田
原
本
善
四
郎
」

の
例
な
ど
が
そ
の
古
い
例
で
あ
る
（
図
41
）。
し
か
し
、
な
お
Ａ

タ
イ
プ
が
主
流
を
占
め
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
な
っ
て

「
三
輪
　
五
郎
右
門
」
と
楷
書
体
で
太
い
字
を
ヘ
ラ
を
彫
刻
刀
の

図41　 「田原本善四郎」　元禄5年（1692）　桜井市初
瀬　長谷寺一切経蔵

図42　 「三輪五郎右門」　正徳2年（1712）　桜井市慈
恩寺　阿弥陀堂
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そ
の
意
識
が
、
文
字
を
上
か
ら
下
へ
、
ま
た
行
を
右
か
ら
左
へ
と
い
う
「
右
縦
書
き
」
の
原

則
と
相
ま
っ
て
、
年
号
を
最
初
に
右
側
に
書
く
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

正
面
下
端
に
書
く
例
は
、
一
七
世
紀
末
ま
で
の
江
戸
前
期
の
例
に
多
い
。
橿
原
市
五
井
の

称
名
院
の
「
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
住
□
　
五
位
□
　
称
□
」
例
、
橿
原
市
御
坊
町
信
光

寺
の
「
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
曽
我
村
　
左
兵
衛
ヵ
」
例
が
あ
り
、
御
所
市
古
瀬
の
正
福

寺
の
「
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
藤
原
朝
臣
家
次
　
瓦
師
勘
兵
衛
作
」
が
も
っ
と
も
新
し
い

例
と
な
る
。

７
　
瓦
大
工
か
ら
瓦
屋
へ

鬼
瓦
に
刻
ま
れ
た
職
名
や
肩
書
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
古
い
順
に
あ
げ
る
と
、「
作
人
、

瓦
師
（
瓦
子
・
瓦
志
・
瓦
司
）、
瓦
屋
、
細
工
人
（
細
工
・
才
工
）、
細
工
所
、
作
者
、
瓦

工
、
焼
物
師
、
施
主
、
瓦
主
、
瓦
作
、
瓦
焼
、
ヤ
ネ
ヤ
」
と
な
る
。
瓦
子
・
瓦
志
・
瓦
司
な

ど
は
、
今
の
テ
ス
ト
な
ら
×
だ
が
、
昔
は
〇
だ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
「
瓦
司
」
は
「
瓦

屋
」
と
同
義
語
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。「
作
人
」
と
「
作
者
」
は
、
あ
と
で
検
討
す
る

よ
う
に
職
名
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
瓦
師
・
瓦
屋
・
細
工
人
（
細

工
・
才
工
）・
細
工
所
・
瓦
工
」
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。

ま
ず
「
法
隆
寺
瓦
塼
銘
文
集
成
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
法
隆
寺
昭
和
資
材
帳
編
集
委
員

会
一
九
九
二
）。
法
隆
寺
で
は
、
基
本
的
に
「
瓦
大
工
、
大
工
」
と
書
く
例
が
圧
倒
的
に
多

い
。
そ
の
最
初
の
例
は
、
応
永
一
二
年
（
一
四
〇
五
）
の
「
瓦
大
工
　
彦
次
郎
」
す
な
わ
ち

初
代
の
橘
寿
王
三
郎
吉
重
で
あ
る
。
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
の
「
瓦
作
者
　
吉
重
（
二
代

目
）」
と
い
う
書
き
方
も
あ
る
が
少
な
い
。

一
方
、
近
世
の
大
和
三
山
の
周
辺
で
は
瓦
大
工
と
書
く
例
は
一
例
も
な
く
、
瓦
屋
や
瓦
師

が
多
い
。
瓦
屋
は
法
隆
寺
の
近
世
以
前
の
銘
文
に
は
み
ら
れ
ず
、
大
寺
院
の
場
合
は
瓦
大

工
、
そ
れ
以
外
の
村
々
の
寺
や
民
家
用
の
瓦
を
生
産
し
た
の
は
瓦
屋
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い

（
鬼
瓦
の
製
作
者
、
瓦
屋

の
経
営
者
、
瓦
全
体
の

製
作
者
（
責
任
者
））
を

書
く
例
が
多
い
（
図
39

‐
４
・
５
・
７
・
８
）。

こ
れ
に
、
ど
ち
ら
か
一

方
の
側
面
に
年
号
だ
け

で
な
く
村
名
や
名
前
も

書
き
、
反
対
側
を
空
白

と
す
る
例
を
含
め
、
左

右
ど
ち
ら
に
年
号
を
書

く
例
が
多
い
か
を
調
べ
た
。

そ
の
結
果
、
年
号
の
記
載
位
置
が
わ
か
る
四
八
四
例
の
う
ち
、
向
っ
て
右
側
面
に
書
く
の

が
三
〇
〇
（
Ｒ
＝
約
六
二
％
）、
左
側
面
に
書
く
例
が
一
六
五
（
Ｌ
＝
約
三
四
・
一
％
）、
正

面
下
端
に
書
く
も
の
が
一
四
（
二
・
九
％
）、
上
端
に
書
く
も
の
四
（
〇
・
八
％
）、
側
面
に

天
地
逆
に
書
く
も
の
一
（
〇
・
二
％
）
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
（
図
43
）。

銘
文
は
、
仕
上
げ
が
終
わ
っ
て
か
ら
直
立
さ
せ
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
粘
土
が
乾
き

す
ぎ
る
と
書
き
に
く
い
。
瓦
工
は
常
に
乾
燥
状
態
に
気
配
り
し
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
さ
え

気
を
つ
け
れ
ば
ど
ち
ら
か
ら
書
き
始
め
て
も
い
い
わ
け
だ
が
、
右
側
面
に
書
く
例
が
三
分
の

二
近
く
を
占
め
る
の
は
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

書
き
手
は
、
す
で
に
い
く
つ
も
鬼
瓦
を
作
り
、
銘
文
も
書
き
な
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
間

違
い
が
許
さ
れ
な
い
の
は
製
作
年
月
で
あ
り
、
確
か
め
た
は
ず
で
あ
る
。
ご
く
稀
に
干
支
か

年
の
ど
ち
ら
か
を
誤
っ
た
例
が
あ
る
の
も
人
間
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
村
や
自
分
の
名

前
は
確
か
め
る
ま
で
も
な
く
書
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
と
月
が
ま
ず
大
事
な
の
で
あ
る
。

図43　 年号を左右どちらの側面に書くか（総
数484例）
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「
か
わ
ら
し
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

大
和
三
山
周
辺
で
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
「
和
州
城
上
郡
　
三
輪
瓦
屋
　
脇
本

五
郎
左
衛
門
」
と
、
同
八
年
（
一
六
八
〇
）
の
「
和
州
高
市
之
郡
　
曽
我
村
　
瓦
屋
　
佐
兵

衛
」
が
古
い
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
後
半
で
九
例
、
一
八
世
紀
前
半
で
一
八
例
、
同
後
半
で

二
六
例
、
一
九
世
紀
前
半
で
六
七
例
と
増
加
す
る
が
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
同
後
半

に
な
る
と
一
一
例
に
減
少
す
る
。
こ
の
急
激
な
減
少
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

銘
文
は
「
地
名
＋
瓦
屋
・
瓦
師
＋
名
前
」
の
順
に
書
く
の
が
原
則
で
あ
る
。
桜
井
市
外と

び山

の
不
動
院
の
鬼
瓦
銘
の
よ
う
に
、「
三
輪
邑
　
瓦
師
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
」
と
、「
〇

〇
村
住
人
　
瓦
師
　
家
名
＋
通
称
名
（
世
襲
名
）
＋
諱
」
と
い
う
フ
ル
ネ
ー
ム
を
記
す
書
き

方
は
、
お
な
じ
瓦
屋
の
な
か
で
も
創
業
が
古
い
、
格
上
の
瓦
屋
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

ろ
う
。

ま
た
「
柏
原
村
住
人
　
谷
井
久
兵
衛
」
と
、
苗
字
と
通
称
名
を
記
す
瓦
屋
と
、「
三
輪
　

佐
平
治
」
の
よ
う
に
苗
字
を
記
さ
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
階
層
差
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

９
　「
作
人
」
と
「
作
者
」

「
作
人
」
や
「
作
者
」
と
い
う
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
が
職
名
を
あ
ら
わ
す
も
の
か

否
か
、
念
の
た
め
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
作
人
・
作
者
」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
を
調
べ
る
と
、「
作
人
（
二

二
例
）」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
は
皆
無
で
あ
り
、
お
な
じ
く
「
作
者

（
二
例
）」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
作
人
」
や

「
作
者
」
は
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
単
に
そ
の
鬼
瓦
の
作
り
手
を
あ
ら

わ
し
た
も
の
で
、
職
名
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
ま
た
、「
細
工
人
（
二
四
例
）」
と

「
細
工
（
一
七
例
）」
が
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
と
重
複
す
る
例
も
な
い
。

る
。
そ
こ
で
「
瓦
屋
」
と
書
き
始
め
る
の
が
い
つ
ご
ろ
な
の
か
、
ま
た
「
瓦
屋
」
が
何
を
意

味
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。
ま
ず
法
隆
寺
の
銘
文
を
み
て
お
こ
う
。

８
　
本
拠
地
の
明
示
と
、「
瓦
屋
」
と
い
う
職
名
の
誕
生

法
隆
寺
で
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
「
天
下
一
瓦

屋
」
と
「
大
和
添
下
郡
　
西
京
　
瓦
屋
」
と
書
い
た
例
が
も
っ
と
も
古
い
。
い
ず
れ
も
作
者

名
を
欠
く
が
、
後
者
は
「
西
京
」
と
い
う
地
名
と
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
元
和
七

年
（
一
六
二
一
）
に
か
け
て
の
銘
文
か
ら
推
定
す
る
と
、
こ
の
頃
活
躍
し
た
西
京
尻
江
田
村

の
理
右
衛
門
（
利
助
・
理
介
・
吉
重
・
国
重
と
も
名
乗
っ
た
）
が
「
瓦
大
工
」
か
ら
「
瓦

屋
」
へ
の
変
化
を
意
識
し
、
初
め
て
「
瓦
屋
」
と
称
し
た
可
能
性
が
高
い
。
理
右
衛
門
こ
そ

近
世
瓦
屋
登
場
の
扉
を
押
し
開
け
た
人
物
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
瓦
の
作
者
が
そ
の
本
拠
地
を
明
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
に
法
隆
寺
綱
封
蔵
の
「
瓦
大
工
　
ニ
シ
ノ
キ
ヤ
ウ
　
ヨ
シ
シ
ケ
　

作
也
」
が
と
び
ぬ
け
て
古
い
が
、
そ
の
後
の
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
「
新
右
門
尉
　
四

十
七
才
子
　
瓦
大
工
　
西
京
　
利
介
　
甚
三
郎
　
久
七
」
と
い
う
銘
文
以
降
、
し
だ
い
に
例

が
増
え
る
。
本
拠
地
の
明
示
と
、「
瓦
屋
」
と
い
う
職
名
の
誕
生
こ
そ
、
大
和
に
お
け
る
近

世
瓦
屋
の
成
立
を
考
え
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
大
坂
で
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
「
大
坂
南
瓦
屋
」
が
続
き
、
郡
山
城

下
で
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
「
柳
六
丁
目
　
瓦
屋
　
安
兵
衛
」
が
古
く
、
平
群
郡

で
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
「
南
神
南
　
瓦
ヤ
　
七
兵
衛
」
や
、
文
化
六
年
（
一
八
一

〇
）
の
「
円
城
井
　
瓦
ヤ
　
利
助
」
な
ど
が
古
い
。
こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
「
瓦
屋
（
瓦

や
・
瓦
弥
）」
と
名
乗
る
例
が
増
え
る
。

ま
た
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
か
ら
「
法
隆
寺
　
瓦
師
　
与
次
兵
衛
丞
　
橘
吉
長
」
の

よ
う
に
、
瓦
師
と
い
う
職
名
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。「
か
わ
ら
師
」
と
書
く
例
も
あ
り
、
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「
か
わ
ら
し
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

大
和
三
山
周
辺
で
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
「
和
州
城
上
郡
　
三
輪
瓦
屋
　
脇
本

五
郎
左
衛
門
」
と
、
同
八
年
（
一
六
八
〇
）
の
「
和
州
高
市
之
郡
　
曽
我
村
　
瓦
屋
　
佐
兵

衛
」
が
古
い
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
後
半
で
九
例
、
一
八
世
紀
前
半
で
一
八
例
、
同
後
半
で

二
六
例
、
一
九
世
紀
前
半
で
六
七
例
と
増
加
す
る
が
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
同
後
半

に
な
る
と
一
一
例
に
減
少
す
る
。
こ
の
急
激
な
減
少
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

銘
文
は
「
地
名
＋
瓦
屋
・
瓦
師
＋
名
前
」
の
順
に
書
く
の
が
原
則
で
あ
る
。
桜
井
市
外と

び山

の
不
動
院
の
鬼
瓦
銘
の
よ
う
に
、「
三
輪
邑
　
瓦
師
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
」
と
、「
〇

〇
村
住
人
　
瓦
師
　
家
名
＋
通
称
名
（
世
襲
名
）
＋
諱
」
と
い
う
フ
ル
ネ
ー
ム
を
記
す
書
き

方
は
、
お
な
じ
瓦
屋
の
な
か
で
も
創
業
が
古
い
、
格
上
の
瓦
屋
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

ろ
う
。

ま
た
「
柏
原
村
住
人
　
谷
井
久
兵
衛
」
と
、
苗
字
と
通
称
名
を
記
す
瓦
屋
と
、「
三
輪
　

佐
平
治
」
の
よ
う
に
苗
字
を
記
さ
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
階
層
差
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

９
　「
作
人
」
と
「
作
者
」

「
作
人
」
や
「
作
者
」
と
い
う
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
が
職
名
を
あ
ら
わ
す
も
の
か

否
か
、
念
の
た
め
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
作
人
・
作
者
」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
を
調
べ
る
と
、「
作
人
（
二

二
例
）」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
は
皆
無
で
あ
り
、
お
な
じ
く
「
作
者

（
二
例
）」
と
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
が
重
複
す
る
例
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
作
人
」
や

「
作
者
」
は
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
単
に
そ
の
鬼
瓦
の
作
り
手
を
あ
ら

わ
し
た
も
の
で
、
職
名
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
ま
た
、「
細
工
人
（
二
四
例
）」
と

「
細
工
（
一
七
例
）」
が
、「
作
也
・
作
之
・
作
」
と
重
複
す
る
例
も
な
い
。

る
。
そ
こ
で
「
瓦
屋
」
と
書
き
始
め
る
の
が
い
つ
ご
ろ
な
の
か
、
ま
た
「
瓦
屋
」
が
何
を
意

味
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。
ま
ず
法
隆
寺
の
銘
文
を
み
て
お
こ
う
。

８
　
本
拠
地
の
明
示
と
、「
瓦
屋
」
と
い
う
職
名
の
誕
生

法
隆
寺
で
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
「
天
下
一
瓦

屋
」
と
「
大
和
添
下
郡
　
西
京
　
瓦
屋
」
と
書
い
た
例
が
も
っ
と
も
古
い
。
い
ず
れ
も
作
者

名
を
欠
く
が
、
後
者
は
「
西
京
」
と
い
う
地
名
と
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
元
和
七

年
（
一
六
二
一
）
に
か
け
て
の
銘
文
か
ら
推
定
す
る
と
、
こ
の
頃
活
躍
し
た
西
京
尻
江
田
村

の
理
右
衛
門
（
利
助
・
理
介
・
吉
重
・
国
重
と
も
名
乗
っ
た
）
が
「
瓦
大
工
」
か
ら
「
瓦

屋
」
へ
の
変
化
を
意
識
し
、
初
め
て
「
瓦
屋
」
と
称
し
た
可
能
性
が
高
い
。
理
右
衛
門
こ
そ

近
世
瓦
屋
登
場
の
扉
を
押
し
開
け
た
人
物
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
瓦
の
作
者
が
そ
の
本
拠
地
を
明
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
に
法
隆
寺
綱
封
蔵
の
「
瓦
大
工
　
ニ
シ
ノ
キ
ヤ
ウ
　
ヨ
シ
シ
ケ
　

作
也
」
が
と
び
ぬ
け
て
古
い
が
、
そ
の
後
の
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
「
新
右
門
尉
　
四

十
七
才
子
　
瓦
大
工
　
西
京
　
利
介
　
甚
三
郎
　
久
七
」
と
い
う
銘
文
以
降
、
し
だ
い
に
例

が
増
え
る
。
本
拠
地
の
明
示
と
、「
瓦
屋
」
と
い
う
職
名
の
誕
生
こ
そ
、
大
和
に
お
け
る
近

世
瓦
屋
の
成
立
を
考
え
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
大
坂
で
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
「
大
坂
南
瓦
屋
」
が
続
き
、
郡
山
城

下
で
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
「
柳
六
丁
目
　
瓦
屋
　
安
兵
衛
」
が
古
く
、
平
群
郡

で
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
「
南
神
南
　
瓦
ヤ
　
七
兵
衛
」
や
、
文
化
六
年
（
一
八
一

〇
）
の
「
円
城
井
　
瓦
ヤ
　
利
助
」
な
ど
が
古
い
。
こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
「
瓦
屋
（
瓦

や
・
瓦
弥
）」
と
名
乗
る
例
が
増
え
る
。

ま
た
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
か
ら
「
法
隆
寺
　
瓦
師
　
与
次
兵
衛
丞
　
橘
吉
長
」
の

よ
う
に
、
瓦
師
と
い
う
職
名
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。「
か
わ
ら
師
」
と
書
く
例
も
あ
り
、
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で
に
大
坂
や
伊
賀
国
名
張
な
ど
、
国
を
越
え
て
渡
り
職
人
が
来
て
い
た
こ
と
も
こ
れ
で
判
明

す
る
。

た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
「
和
州
　
高
市

郡
　
箸
喰
邑
　
瓦
屋
　
細
工
人
　
新
七
」
と
い
う
よ
う
な
銘
文
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
は
、
一

見
す
る
と
以
上
五
例
と
お
な
じ
よ
う
に
み
え
る
が
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
「
箸
喰
村
　

瓦
師
　
新
七
」
と
い
う
銘
文
と
比
較
す
る
と
、
前
者
の
細
工
人
は
単
な
る
作
り
手
を
表
す
表

記
で
、
瓦
屋
で
雇
わ
れ
て
い
る
細
工
人
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
、
細
工
人
と
細
工
と
い
う
表
現
は
以
上
の
よ
う
な
注
意
点
を
よ
く
踏
ま
え
て
解
読
す

る
必
要
が
あ
る
。

11
　「
瓦
主
」

瓦
主
の
例
は
三
例
と
少
な
く
、
し
か
も
す
べ
て
高
市
郡
常
門
村
の
瓦
師
、
新
兵
衛
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
瓦
生
産
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
銘
文
な
の
で
、
少

し
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
関
連
す
る
銘
文
を
掲
げ
る
。

Ａ
　
和
歌
山
県
紀
の
川
市
粉
河
寺
内
の
十
禅
律
院
の
塗
上
門
の
鬼
瓦
銘
「
文
政
八
天
（
一
八

二
五
）
酉
三
月
吉
日
　
当
町
　
瓦
主
　
新
兵
衛
　
作
人
　
大
和
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
師
　

新
兵
衛
（
花
押
）」。

Ｂ
　
高
取
町
観
覚
寺
の
西
光
寺
の
鬼
瓦
銘
「
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
高
市
郡
　
常
門
村
　

瓦
主
　
新
兵
衛
作
之
　
瓦
師
　
池
田
与
兵
衛
　
常
瓦
新
」
な
ど
。

Ｃ
　
桜
井
市
池
之
内
の
Ｕ
家
の
鬼
瓦
銘
「
瓦
主
　
戒
重
　
弥
七
良
（
花
押
）　
常
瓦
新
」「
戒

ヤ
　
常
シ
ン
作
」
な
ど
。

Ａ
は
、
二
人
の
新
兵
衛
が
登
場
す
る
の
で
話
が
複
雑
に
な
る
が
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
当
町
（
粉
河
村
）」
の
新
兵
衛
が
瓦
主
と
な
り
、
作
人
と
し
て
大
和
国
高
市
郡

常
門
村
の
瓦
師
新
兵
衛
が
関
わ
っ
た
鬼
瓦
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
文
で
あ
る
（
武
内
・
鳴
海

10
　「
細
工
人
」

し
か
し
、
細
工
人
と
書
く
例
の
中
に
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
「
柏
原
村
　
瓦
工
　

甚
九
良
　
細
工
人
　
大
坂
　
小
四
郎
」
と
い
う
銘
文
の
よ
う
に
、
瓦
工
と
細
工
人
の
二
人
の

名
前
と
出
身
地
が
確
認
で
き
る
例
が
あ
る
。「
大
坂
　
小
四
郎
」
は
お
そ
ら
く
は
大
坂
出
身

の
渡
り
職
人
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
は
「
瓦
細
工
」
と
書
い
た

例
が
あ
ら
わ
れ
る
。

ま
た
、
翌
年
の
「
御
坊
邑
　
瓦
屋
　
甚
五
良
　
細
工
　
本
馬
邑
　
利
兵
衛
」
や
、
文
化
一

四
年
（
一
八
一
七
）
の
「
高
市
郡
　
畑
村
　
瓦
屋
　
弥
十
郎
　
細
工
人
　
田
原
本
　
伊
八
」

も
、
瓦
屋
と
細
工
人
の
二
人
の
名
前
と
出
身
地
が
わ
か
る
好
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
政
六

年
（
一
八
二
三
）
の
「
葛
本
村
　
瓦
屋
　
久
蔵
　
細
工
人
　
□
□
」
や
、
同
一
一
年
（
一
八

二
八
）
の
「
三
輪
　
瓦
作
　
佐
平
治
　
細
工
人
　
弘
山
万
吉
」
と
い
う
銘
文
も
や
や
不
完
全

で
は
あ
る
が
、
同
様
の
例
と
思
わ
れ
る
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
「
柏
原
邑
　
瓦
屋
　

半
兵
衛
　
伊
州
　
名
張
　
瓦
師
　
伊
兵
衛
」「
柏
原
堀
半
　
イ
ガ
　
伊
兵
衛
」
も
（
図
44
）、

伊
賀
国
名
張
出
身
の
渡
り
職
人
が

作
っ
た
製
品
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。

以
上
の
五
例
か
ら
、
柏
原
村
や

御
坊
村
・
畑
村
・
葛
本
村
・
三
輪

村
に
窯
を
持
つ
瓦
屋
と
、
そ
こ
で

鬼
瓦
な
ど
の
道
具
瓦
を
細
工
す

る
、
近
在
の
村
で
あ
る
本
馬
村

や
、
や
や
離
れ
た
田
原
本
村
出
身

な
ど
の
細
工
人
（
渡
り
職
人
）
の

存
在
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
す

図44　 「柏原堀半　イガ　伊兵衛」　天保14
年（1843）　高取町寺崎　安楽寺
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き
る
池
田
与
兵
衛
と
と
も
に
瓦
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
の
池
之
内
Ｕ
家
の
鬼
瓦
銘
に
は
紀
年
銘
が
な
い
が
、
戒
重
村
の
弥
七
良
や
常
門
村
新
兵

衛
の
活
動
時
期
か
ら
す
る
と
、
遅
く
と
も
弘
化
年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
四
八
年
、
約
一
七

〇
年
前
）
ま
で
の
製
品
と
思
わ
れ
る
。
主
屋
大
棟
東
の
「
瓦
主
　
戒
重
　
弥
七
良
（
花
押
）　

常
瓦
新
」
の
他
に
、「
カ
イ
瓦
屋
　
常
瓦
新
作
」「
戒
瓦
弥
　
常
瓦
新
作
」「
戒
ヤ
　
常
シ
ン

作
」
と
い
う
銘
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
瓦
主
と
い
う
表
記
こ
そ
な
い
も
の
の
、
こ
れ
も
戒

重
村
の
弥
七
良
が
瓦
主
、
す
な
わ
ち
元
請
け
で
、
あ
と
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
一
〇
軒
以

上
の
瓦
屋
の
下
請
け
と
し
て
大
い
に
腕
を
揮
っ
た
新
兵
衛
が
下
請
け
し
た
と
理
解
で
き
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
大
和
三
山
周
辺
で
は
、「
瓦
主
」
は
元
請
け

を
示
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
高
取
町
の
西
光
寺
の
場
合
の
よ
う

に
、
渡
り
職
人
で
あ
る
池
田
与
兵
衛
に
生
産
の
一
部
を
ま
か
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ほ
と

ん
ど
の
瓦
作
り
を
自
ら
が
行
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
禅
律
院
や
池
之
内
Ｕ
家
の

場
合
も
、
下
請
け
し
た
新
兵
衛
が
、
瓦
の
す
べ
て
を
生
産
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
鬼
瓦
や
留
蓋
の
銘
文
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
、
常
門
村
の
新
兵
衛
だ
け

が
使
う
用
語
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
さ
ら
な
る
資
料
の
蓄
積
を
俟
つ
必
要
が
あ
る
。

12
　「
施
主
」

一
般
的
な
施
主
の
用
例
と
し
て
は
、
①
寺
や
僧
な
ど
に
物
を
施
す
人
、
②
法
事
や
葬
式
な

ど
を
行
う
当
主
、
③
建
築
主
が
あ
り
、
今
は
③
の
用
例
が
多
い
と
思
う
が
、
瓦
の
銘
文
の
場

合
は
、
生
産
者
を
意
味
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
以
降
の
二
例
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
桜
井
市
山
田
の
西
念
寺
の
留
蓋
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

「
明
治
二
一
年
子
七
月
日
　
施
主
人
　
中
西
甚
五
郎
」「
製
造
　
當
村
宗
八
郎
　
観
誉
代
」

こ
れ
だ
け
で
は
、
施
主
人
を
名
乗
る
中
西
甚
五
郎
が
何
者
か
わ
か
ら
ず
、
そ
の
意
味
も
不

明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
西
甚
五
郎
に
関
し
て
は
、
高
取
町
車
木
の
本
覚
寺
本
堂
の

二
〇
一
七
）。
鬼
瓦
以
外
の
瓦
を
常
門
村
の
新
兵
衛
が
作
っ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
銘
文
だ

け
で
は
判
断
で
き
ず
丸
・
平
瓦
を
含
め
た
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
粉
河
村
の
新
兵
衛
が
元
請
け
で
、
常
門
村
の
新
兵
衛
が
下
請
け
で
あ
っ
た
と
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
の
西
光
寺
本
堂
に
は
、
六
点
の
在
銘
鬼
瓦
が
あ
る
。

①
　
大
棟
南
「
戊
文
政
拾
一
歳
子
五
月
吉
日
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
（
花

押
）
作
之
」
同
脚
部
「
常
瓦
新
」

②
　
大
棟
北
「
文
政
十
一
天
子
五
月
上
旬
　
瓦
主
　
常
門
住
人
　
新
兵
衛
作
」
同
脚
部
「
常

瓦
新
」

③
　
北
西
隅
棟
一
の
鬼
「
世
話
人
　
當
村
　
彦
兵
衛
　
瓦
主
　
常
新
（
花
押
）」

④
　
同
二
の
鬼
「
常
新
作
之
」

⑤
　
南
西
隅
棟
一
の
鬼
「
瓦
師
　
池
田
与
兵
衛
　
常
瓦
新
」

⑥
　
同
二
の
鬼
「
常
瓦
新
」

こ
の
六
点
は
、
新
兵
衛
が
粉
河
村
で
瓦
作
り
に
従
事
し
て
か
ら
三
年
後
の
鬼
瓦
銘
で
あ

り
、
②
の
よ
う
に
「
年
」
を
「
天
」
と
書
い
た
り
、
①
や
③
の
よ
う
に
花
押
を
加
え
た
り
す

る
な
ど
共
通
点
が
多
い
。
③
の
「
世
話
人
　
當
村
　
彦
兵
衛
　
瓦
主
　
常
新
（
花
押
）」
と

い
う
銘
文
か
ら
は
、
世
話
人
の
彦
兵
衛
に
対
し
て
、
瓦
主
、
す
な
わ
ち
元
請
け
と
い
う
関
係

が
読
み
取
れ
る
。

筆
跡
は
す
べ
て
よ
く
似
て
お
り
、
⑤
の
「
瓦
師
　
池
田
与
兵
衛
」
も
同
一
人
物
の
筆
跡
と

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
「
池
田
与
兵
衛
」
の
名
は
、
こ
の
鬼
瓦
以
外
に
は
未
発
見
で
あ
り
、
①

②
④
の
「
新
兵
衛
（
花
押
）
作
之
」「
新
兵
衛
作
」「
常
新
作
之
」、
あ
る
い
は
①
や
②
の
脚

部
に
も
「
常
瓦
新
」
と
銘
を
入
れ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
元
請
け
の
新
兵
衛
は
す
べ
て
の
瓦

作
り
を
池
田
与
兵
衛
に
下
請
け
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
作
っ
て
い
た
と
推
定
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
常
門
村
の
新
兵
衛
が
元
請
け
し
、
渡
り
職
人
と
推
定
で
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き
る
池
田
与
兵
衛
と
と
も
に
瓦
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
の
池
之
内
Ｕ
家
の
鬼
瓦
銘
に
は
紀
年
銘
が
な
い
が
、
戒
重
村
の
弥
七
良
や
常
門
村
新
兵

衛
の
活
動
時
期
か
ら
す
る
と
、
遅
く
と
も
弘
化
年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
四
八
年
、
約
一
七

〇
年
前
）
ま
で
の
製
品
と
思
わ
れ
る
。
主
屋
大
棟
東
の
「
瓦
主
　
戒
重
　
弥
七
良
（
花
押
）　

常
瓦
新
」
の
他
に
、「
カ
イ
瓦
屋
　
常
瓦
新
作
」「
戒
瓦
弥
　
常
瓦
新
作
」「
戒
ヤ
　
常
シ
ン

作
」
と
い
う
銘
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
瓦
主
と
い
う
表
記
こ
そ
な
い
も
の
の
、
こ
れ
も
戒

重
村
の
弥
七
良
が
瓦
主
、
す
な
わ
ち
元
請
け
で
、
あ
と
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
一
〇
軒
以

上
の
瓦
屋
の
下
請
け
と
し
て
大
い
に
腕
を
揮
っ
た
新
兵
衛
が
下
請
け
し
た
と
理
解
で
き
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
大
和
三
山
周
辺
で
は
、「
瓦
主
」
は
元
請
け

を
示
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
高
取
町
の
西
光
寺
の
場
合
の
よ
う

に
、
渡
り
職
人
で
あ
る
池
田
与
兵
衛
に
生
産
の
一
部
を
ま
か
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ほ
と

ん
ど
の
瓦
作
り
を
自
ら
が
行
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
禅
律
院
や
池
之
内
Ｕ
家
の

場
合
も
、
下
請
け
し
た
新
兵
衛
が
、
瓦
の
す
べ
て
を
生
産
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
鬼
瓦
や
留
蓋
の
銘
文
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
、
常
門
村
の
新
兵
衛
だ
け

が
使
う
用
語
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
さ
ら
な
る
資
料
の
蓄
積
を
俟
つ
必
要
が
あ
る
。

12
　「
施
主
」

一
般
的
な
施
主
の
用
例
と
し
て
は
、
①
寺
や
僧
な
ど
に
物
を
施
す
人
、
②
法
事
や
葬
式
な

ど
を
行
う
当
主
、
③
建
築
主
が
あ
り
、
今
は
③
の
用
例
が
多
い
と
思
う
が
、
瓦
の
銘
文
の
場

合
は
、
生
産
者
を
意
味
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
以
降
の
二
例
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
桜
井
市
山
田
の
西
念
寺
の
留
蓋
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

「
明
治
二
一
年
子
七
月
日
　
施
主
人
　
中
西
甚
五
郎
」「
製
造
　
當
村
宗
八
郎
　
観
誉
代
」

こ
れ
だ
け
で
は
、
施
主
人
を
名
乗
る
中
西
甚
五
郎
が
何
者
か
わ
か
ら
ず
、
そ
の
意
味
も
不

明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
西
甚
五
郎
に
関
し
て
は
、
高
取
町
車
木
の
本
覚
寺
本
堂
の

二
〇
一
七
）。
鬼
瓦
以
外
の
瓦
を
常
門
村
の
新
兵
衛
が
作
っ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
銘
文
だ

け
で
は
判
断
で
き
ず
丸
・
平
瓦
を
含
め
た
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
粉
河
村
の
新
兵
衛
が
元
請
け
で
、
常
門
村
の
新
兵
衛
が
下
請
け
で
あ
っ
た
と
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
の
西
光
寺
本
堂
に
は
、
六
点
の
在
銘
鬼
瓦
が
あ
る
。

①
　
大
棟
南
「
戊
文
政
拾
一
歳
子
五
月
吉
日
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
（
花

押
）
作
之
」
同
脚
部
「
常
瓦
新
」

②
　
大
棟
北
「
文
政
十
一
天
子
五
月
上
旬
　
瓦
主
　
常
門
住
人
　
新
兵
衛
作
」
同
脚
部
「
常

瓦
新
」

③
　
北
西
隅
棟
一
の
鬼
「
世
話
人
　
當
村
　
彦
兵
衛
　
瓦
主
　
常
新
（
花
押
）」

④
　
同
二
の
鬼
「
常
新
作
之
」

⑤
　
南
西
隅
棟
一
の
鬼
「
瓦
師
　
池
田
与
兵
衛
　
常
瓦
新
」

⑥
　
同
二
の
鬼
「
常
瓦
新
」

こ
の
六
点
は
、
新
兵
衛
が
粉
河
村
で
瓦
作
り
に
従
事
し
て
か
ら
三
年
後
の
鬼
瓦
銘
で
あ

り
、
②
の
よ
う
に
「
年
」
を
「
天
」
と
書
い
た
り
、
①
や
③
の
よ
う
に
花
押
を
加
え
た
り
す

る
な
ど
共
通
点
が
多
い
。
③
の
「
世
話
人
　
當
村
　
彦
兵
衛
　
瓦
主
　
常
新
（
花
押
）」
と

い
う
銘
文
か
ら
は
、
世
話
人
の
彦
兵
衛
に
対
し
て
、
瓦
主
、
す
な
わ
ち
元
請
け
と
い
う
関
係

が
読
み
取
れ
る
。

筆
跡
は
す
べ
て
よ
く
似
て
お
り
、
⑤
の
「
瓦
師
　
池
田
与
兵
衛
」
も
同
一
人
物
の
筆
跡
と

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
「
池
田
与
兵
衛
」
の
名
は
、
こ
の
鬼
瓦
以
外
に
は
未
発
見
で
あ
り
、
①

②
④
の
「
新
兵
衛
（
花
押
）
作
之
」「
新
兵
衛
作
」「
常
新
作
之
」、
あ
る
い
は
①
や
②
の
脚

部
に
も
「
常
瓦
新
」
と
銘
を
入
れ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
元
請
け
の
新
兵
衛
は
す
べ
て
の
瓦

作
り
を
池
田
与
兵
衛
に
下
請
け
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
作
っ
て
い
た
と
推
定
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
常
門
村
の
新
兵
衛
が
元
請
け
し
、
渡
り
職
人
と
推
定
で
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一
割
強
の
村
に
瓦
屋
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

14
　
瓦
屋
の
増
加

そ
こ
で
次
に
知
り
た
く
な
る
の
は
、
同
時
期
に
何
軒
の
瓦
屋
が
操
業
し
て
い
た
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
回
作
成
し
た
瓦
屋
（
瓦
師
・
細
工
人
）
の
変
遷
表
を
横
に
輪

切
り
に
す
れ
ば
、
同
時
に
操
業
し
て
い
た
瓦
屋
の
数
が
ほ
ぼ
つ
か
め
る
（
図
45
）。
な
お
、

こ
の
表
の
瓦
屋
の
名
称
等
は
、
創
業
者
と
思
わ
れ
る
人
物
の
代
表
的
な
も
の
を
採
用
し
た
。

創
業
者
以
降
の
名
称
は
煩
雑
に
な
る
の
で
表
記
し
や
す
い
も
の
に
限
り
、
ま
た
名
前
だ
け
で

所
在
地
不
明
の
瓦
屋
は
省
略
し
た
。

こ
の
表
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

一
　
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
今
井
町
に
近
い
高
市
郡
五
位
村
で
始
ま
っ
た
瓦
生
産

は
、
一
七
世
紀
前
半
の
間
は
二
軒
ま
で
で
、
今
井
町
周
辺
に
留
ま
っ
て
い
た
。

二
　
一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
各
地
域
の
拠
点
で
あ
っ
た
三
輪
村
や
田
原
本
村
に
瓦
屋
が

あ
ら
わ
れ
、
ま
た
の
ち
に
重
要
な
瓦
生
産
地
と
な
る
柏
原
村
や
雲
梯
村
で
も
瓦
作
り
が
始
ま

り
、
末
頃
に
は
六
軒
ま
で
増
え
る
。

三
　
一
八
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
安
倍
文
珠
院
の
存
在
す
る
安
倍
村
や
大
和
五
坊
の
一
つ
が

あ
る
御
坊
村
な
ど
へ
広
が
っ
て
八
軒
か
ら
一
一
軒
以
上
と
な
り
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
一
二

軒
以
上
に
増
加
し
、
一
九
世
紀
前
半
の
一
八
三
〇
年
頃
に
一
七
軒
以
上
と
い
う
最
大
値
を
示

す
ま
で
に
な
る
。

四
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
し
だ
い
に
減
少
に
転
じ
、
一
九
世
紀
後
半
の
一
八
九
〇
年
頃
に
は

五
軒
程
度
ま
で
に
減
り
、
一
九
二
〇
年
に
は
つ
い
に
ゼ
ロ
と
な
る
。
こ
の
急
激
な
変
化
は
、

在
銘
鬼
瓦
の
数
量
を
示
し
た
鬼
瓦
年
表
と
も
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
一
致
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
現
象
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
瓦
生
産
そ
の
も
の
が
衰
退
し
た
こ
と
を
示
す

わ
け
で
は
な
い
。
無
銘
で
は
あ
る
が
、
そ
の
型
式
か
ら
江
戸
時
代
末
か
ら
明
治
・
大
正
期
の

獅
子
口
に
「
明
治
二
二
年
丑
四
月
仲
旬
　
柏
堀
半
」「
細
工
人
　
今
井
　
中
西
甚
五
郎
」
の

ヘ
ラ
書
き
と
、「
細
工
人
　
山
甚
」「
柏
半
」
の
刻
印
が
あ
り
、
ま
た
桜
井
市
粟
殿
の
極
楽
寺

庫
裏
に
「
細
工
人
　
山
田
　
中
西
甚
五
郎
」
と
記
し
た
同
年
作
の
鬼
瓦
が
あ
る
の
で
、
中
西

甚
五
郎
は
瓦
の
細
工
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
細
工
人
　
山
甚
」
の
「
山
甚
」
は

「
山
田
　
中
西
甚
五
郎
」
の
略
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

西
念
寺
の
「
明
治
二
一
年
子
七
月
日
　
施
主
人
　
中
西
甚
五
郎
」「
製
造
　
當
村
宗
八
郎

　
観
誉
代
」
と
い
う
銘
文
か
ら
は
、
山
田
村
の
瓦
屋
宗
八
郎
が
元
請
け
で
、
甚
五
郎
が
下
請

け
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
細
工
人
の
甚
五
郎
が
元
請
け
し
た
、
あ
る
い
は
西

念
寺
に
寄
進
し
た
場
合
も
想
定
で
き
る
。

13
　
村
々
に
ど
れ
く
ら
い
の
数
の
瓦
屋
が
成
立
し
た
の
か

大
和
三
山
周
辺
に
、
か
な
り
の
数
の
近
世
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
調
査
で
分
か
っ
た
。
し

か
し
、
ど
の
村
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
『
奈
良
県
の
地
名
』
所
載
の
「
行
政

区
画
変
遷
・
石
高
・
戸
口
一
覧
」
の
「
元
禄
郷
帳
（
一
七
〇
二
年
）」
記
載
の
村
の
数
を
分

母
と
し
て
、
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
で
瓦
屋
が
あ
っ
た
の
か
を
計
算
し
て
み
た
。
た
だ
し
、
対

象
範
囲
を
旧
磯
城
郡
（
式
上
・
式
下
・
十
市
郡
）
と
高
市
郡
の
二
八
二
村
に
限
っ
た
。
現
在

の
行
政
区
画
で
い
う
と
、
桜
井
市
と
明
日
香
村
・
橿
原
市
・
高
取
町
の
全
域
と
、
田
原
本
町

の
南
半
と
天
理
市
の
南
端
の
一
部
を
含
む
範
囲
と
な
る
。
そ
の
範
囲
に
限
っ
た
理
由
は
、
今

回
、
こ
の
範
囲
の
ほ
ぼ
全
域
を
調
査
し
た
が
、
隣
接
す
る
天
理
市
・
田
原
本
町
・
大
和
高
田

市
・
御
所
市
は
そ
の
一
部
し
か
回
り
切
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
瓦
屋
・
瓦
師
・
細
工
人
を
一
律
に
扱
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。
一
・
二

例
し
か
銘
文
が
知
ら
れ
て
い
な
い
瓦
師
も
多
く
、
そ
の
活
動
実
態
に
不
安
が
残
る
例
も
あ
る

が
、
と
り
あ
え
ず
、
す
べ
て
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
、
二
八
二
村
に
対
し
て
瓦
屋
の
数
三
五
軒

で
、
そ
の
百
分
比
は
一
二
・
四
％
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
と
し
た
全
村
中
、
そ
の
約
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Ｂ
形
式
は
、
Ａ
形
式
の
簡
略
形
式
で
、
①
の
国
名
、
あ
る
い
は
②
の
郡
名
を
省
略
し
た
も

の
。Ｃ

形
式
の
典
型
は
、
Ｂ
形
式
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
た
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
③
三
輪

④
瓦
屋
⑥
五
郎
右
衛
門
の
よ
う
な
例
で
、
三
項
目
だ
け
を
記
す
。

Ｄ
形
式
は
、
③
三
④
瓦
⑥
五
や
、
③
松
④
瓦
⑥
善
（
図
40
‐
15
）
の
よ
う
に
頭
文
字
だ
け

を
書
く
、
三
字
省
略
形
式
で
あ
る
。
身
内
や
Ｃ
形
式
な
ど
の
銘
文
を
知
っ
て
い
る
人
物
に
は

わ
か
る
が
、
初
め
て
見
た
人
に
は
暗
号
に
過
ぎ
ず
わ
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
建
物
用
に
複
数
の
鬼
瓦
を
作
っ
た
場

合
、
大
棟
や
、
下
か
ら
読
み
や
す
い
鬼
瓦
は
Ａ
形
式
で
記
し
、
裏
側
や
見
え
に
く
い
鬼
瓦
は

Ｃ
や
Ｄ
形
式
の
銘
文
で
済
ま
す
例
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
当
初
の
鬼

瓦
が
い
く
つ
残
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
も
絡
む
の
で
単
純
な
比
較
は
難
し
い
が
、
以
上
の

限
界
に
留
意
し
た
上
で
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
四
形
式
の
出
現

頻
度
を
図
化
し
た
の
が
図
46
で
あ
る
。

こ
の
図
に
先
立
つ
一
七
世
紀
前
半
は
、
①
③
⑥
に
加
え
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の

「
藤
原
家
次
　
五
位
村
　
佐
兵
衛
」
や
、
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
の
「
西
京
　
理
右
衛

門
」、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
「
摂
州
　
大
坂
　
子
天
王
寺
（
四
天
王
寺
）
住
人
　
藤

原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
　
作
者
　
三
右
衛
門
」
な
ど
の
よ
う
に
、
世
襲
名
や
受
領
名
な
ど
、

ま
だ
中
世
以
来
の
古
い
形
式
が
残
る
時
期
で
、
ま
だ
近
世
の
銘
文
の
形
式
が
整
っ
て
い
な
い

時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
一
七
世
紀
後
半
の
資
料
数
は
少
な
い
が
、
前
半
と
同
様
の
古
い
形
式
が
残
る
一
方
で
、

そ
の
後
半
に
Ａ
・
Ｂ
形
式
と
Ｃ
形
式
が
ほ
ぼ
同
時
に
成
立
す
る
。
Ｃ
形
式
が
半
数
以
上
を
占

め
る
。

二
　
一
八
世
紀
前
半
に
は
Ｃ
形
式
が
多
数
派
を
占
め
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
形
式
も
か
な
り
あ
り
、

ま
た
Ｄ
形
式
に
似
た
例
が
一
例
だ
け
あ
ら
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
享
保
一
〇
年
（
一
七
二

も
の
と
推
定
で
き
る
鬼
瓦
が
多
数
こ
の
地
域
に
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
大
正
一
五
年
（
一
九

二
六
）
の
『
日
本
瓦
業
総
覧
』
の
「
奈
良
県
瓦
営
業
者
」
一
一
七
軒
の
一
覧
を
参
照
す
る

と
、
別
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
井
上
一
九
二
七
　
表
１
）。

こ
の
一
覧
か
ら
、
旧
磯
城
郡
と
高
市
郡
内
で
同
年
に
「
中
和
瓦
製
造
組
合
」
に
加
盟
し
て

い
た
瓦
屋
を
数
え
る
と
二
四
軒
と
な
り
、
そ
の
中
に
は
三
輪
町
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
な
ど
の

江
戸
時
代
か
ら
続
く
瓦
屋
の
名
前
も
み
え
る
。
ま
た
一
覧
に
は
み
え
な
い
が
、
刻
印
の
存
在

や
聞
き
取
り
調
査
か
ら
組
合
に
未
加
盟
の
瓦
屋
の
存
在
が
判
明
す
る
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
め
れ
ば
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
も
瓦
屋
は
増
え
続
け
、
戦
前
に
お
け

る
最
大
の
好
景
気
で
あ
っ
た
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
大

戦
景
気
に
沸
い
た
時
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
た
こ
と
が
三
山
地

域
に
今
な
お
残
る
多
数
の
民
家
の
瓦
屋
根
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
図
45
・
49
に
あ
ら
わ
れ
た
在
銘
鬼
瓦
や
瓦
屋
の
急
激
な
減
少
は
、
銘
文
を

書
く
と
い
う
工
程
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら

れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

15
　
銘
文
の
簡
略
化

今
回
集
め
た
鬼
瓦
の
銘
文
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
長
短
に
よ
っ
て
大
き
く
四
形

式
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
形
式
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
①
和
州
②
式
上
郡
③
三
輪
④
瓦
屋
⑤
脇
本
⑥
五

郎
右
衛
門
の
よ
う
に
、
六
項
目
を
列
記
す
る
例
を
典
型
と
す
る
も
の
で
、
⑦
諱
を
も
つ
場
合

は
末
尾
に
こ
れ
を
加
え
る
。
こ
の
形
式
を
守
り
続
け
る
の
は
、
桜
井
市
三
輪
の
「
和
州
　
城

上
郡
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
右
衛
門
」（
図
39
‐
１
）
や
御
所
市
柏
原
の
「
和
州
　
葛

上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
」
の
よ
う
に
江
戸
時
代
前
半
か
ら
大
正
・
昭
和
年

間
ま
で
長
く
続
い
た
瓦
屋
に
多
い
。
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Ｂ
形
式
は
、
Ａ
形
式
の
簡
略
形
式
で
、
①
の
国
名
、
あ
る
い
は
②
の
郡
名
を
省
略
し
た
も

の
。Ｃ

形
式
の
典
型
は
、
Ｂ
形
式
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
た
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
③
三
輪

④
瓦
屋
⑥
五
郎
右
衛
門
の
よ
う
な
例
で
、
三
項
目
だ
け
を
記
す
。

Ｄ
形
式
は
、
③
三
④
瓦
⑥
五
や
、
③
松
④
瓦
⑥
善
（
図
40
‐
15
）
の
よ
う
に
頭
文
字
だ
け

を
書
く
、
三
字
省
略
形
式
で
あ
る
。
身
内
や
Ｃ
形
式
な
ど
の
銘
文
を
知
っ
て
い
る
人
物
に
は

わ
か
る
が
、
初
め
て
見
た
人
に
は
暗
号
に
過
ぎ
ず
わ
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
建
物
用
に
複
数
の
鬼
瓦
を
作
っ
た
場

合
、
大
棟
や
、
下
か
ら
読
み
や
す
い
鬼
瓦
は
Ａ
形
式
で
記
し
、
裏
側
や
見
え
に
く
い
鬼
瓦
は

Ｃ
や
Ｄ
形
式
の
銘
文
で
済
ま
す
例
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
当
初
の
鬼

瓦
が
い
く
つ
残
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
も
絡
む
の
で
単
純
な
比
較
は
難
し
い
が
、
以
上
の

限
界
に
留
意
し
た
上
で
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
四
形
式
の
出
現

頻
度
を
図
化
し
た
の
が
図
46
で
あ
る
。

こ
の
図
に
先
立
つ
一
七
世
紀
前
半
は
、
①
③
⑥
に
加
え
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の

「
藤
原
家
次
　
五
位
村
　
佐
兵
衛
」
や
、
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
の
「
西
京
　
理
右
衛

門
」、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
「
摂
州
　
大
坂
　
子
天
王
寺
（
四
天
王
寺
）
住
人
　
藤

原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
　
作
者
　
三
右
衛
門
」
な
ど
の
よ
う
に
、
世
襲
名
や
受
領
名
な
ど
、

ま
だ
中
世
以
来
の
古
い
形
式
が
残
る
時
期
で
、
ま
だ
近
世
の
銘
文
の
形
式
が
整
っ
て
い
な
い

時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
一
七
世
紀
後
半
の
資
料
数
は
少
な
い
が
、
前
半
と
同
様
の
古
い
形
式
が
残
る
一
方
で
、

そ
の
後
半
に
Ａ
・
Ｂ
形
式
と
Ｃ
形
式
が
ほ
ぼ
同
時
に
成
立
す
る
。
Ｃ
形
式
が
半
数
以
上
を
占

め
る
。

二
　
一
八
世
紀
前
半
に
は
Ｃ
形
式
が
多
数
派
を
占
め
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
形
式
も
か
な
り
あ
り
、

ま
た
Ｄ
形
式
に
似
た
例
が
一
例
だ
け
あ
ら
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
享
保
一
〇
年
（
一
七
二

も
の
と
推
定
で
き
る
鬼
瓦
が
多
数
こ
の
地
域
に
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
大
正
一
五
年
（
一
九

二
六
）
の
『
日
本
瓦
業
総
覧
』
の
「
奈
良
県
瓦
営
業
者
」
一
一
七
軒
の
一
覧
を
参
照
す
る

と
、
別
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
井
上
一
九
二
七
　
表
１
）。

こ
の
一
覧
か
ら
、
旧
磯
城
郡
と
高
市
郡
内
で
同
年
に
「
中
和
瓦
製
造
組
合
」
に
加
盟
し
て

い
た
瓦
屋
を
数
え
る
と
二
四
軒
と
な
り
、
そ
の
中
に
は
三
輪
町
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
な
ど
の

江
戸
時
代
か
ら
続
く
瓦
屋
の
名
前
も
み
え
る
。
ま
た
一
覧
に
は
み
え
な
い
が
、
刻
印
の
存
在

や
聞
き
取
り
調
査
か
ら
組
合
に
未
加
盟
の
瓦
屋
の
存
在
が
判
明
す
る
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
め
れ
ば
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
も
瓦
屋
は
増
え
続
け
、
戦
前
に
お
け

る
最
大
の
好
景
気
で
あ
っ
た
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の
大

戦
景
気
に
沸
い
た
時
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
た
こ
と
が
三
山
地

域
に
今
な
お
残
る
多
数
の
民
家
の
瓦
屋
根
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
図
45
・
49
に
あ
ら
わ
れ
た
在
銘
鬼
瓦
や
瓦
屋
の
急
激
な
減
少
は
、
銘
文
を

書
く
と
い
う
工
程
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら

れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

15
　
銘
文
の
簡
略
化

今
回
集
め
た
鬼
瓦
の
銘
文
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
長
短
に
よ
っ
て
大
き
く
四
形

式
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
形
式
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
①
和
州
②
式
上
郡
③
三
輪
④
瓦
屋
⑤
脇
本
⑥
五

郎
右
衛
門
の
よ
う
に
、
六
項
目
を
列
記
す
る
例
を
典
型
と
す
る
も
の
で
、
⑦
諱
を
も
つ
場
合

は
末
尾
に
こ
れ
を
加
え
る
。
こ
の
形
式
を
守
り
続
け
る
の
は
、
桜
井
市
三
輪
の
「
和
州
　
城

上
郡
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
右
衛
門
」（
図
39
‐
１
）
や
御
所
市
柏
原
の
「
和
州
　
葛

上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
」
の
よ
う
に
江
戸
時
代
前
半
か
ら
大
正
・
昭
和
年

間
ま
で
長
く
続
い
た
瓦
屋
に
多
い
。
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五
）
の
例
は
「
三
瓦
五
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
」
と
書
く
も
の
で
、
完
全
な
Ｄ
形
式
で
は
な

い
。

三
　
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
Ａ
形
式
は
急
減
し
、
Ｂ
形
式
の
郡
か
ら
書
き
始
め
る
例
が
や

や
増
え
、
や
が
て
そ
の
後
半
に
は
皆
無
と
な
る
。
Ｃ
形
式
が
大
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る

が
、
Ｄ
形
式
は
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
い
。

四
　
一
九
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
Ｃ
形
式
が
一
一
九
例
と
圧
倒
的
に
多
く
な
り
、
Ｄ
形
式
も

二
六
例
と
そ
の
存
在
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
Ｄ
形
式
の
古
い
例
は
文
化
七
年
（
一
八
一

〇
）
の
「
三
瓦
五
作
」（
桜
井
市
馬
場
　
社
家
　
家
紋
）
で
あ
る
。

五
　
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
銘
文
を
書
く
例
が
減
少
し
資
料
数
そ
の
も
の
が
少
な
く
な

る
が
、
Ｄ
形
式
が
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
Ａ
形
式
が
こ
の
時
期
ま
で
少
数
な

が
ら
残
る
理
由
を
個
々
の
銘
文
か
ら
検
討
す
る
と
、
あ
る
瓦
屋
の
創
業
や
、
記
念
す
べ
き
仕

事
を
引
き
受
け
た
時
な
ど
に
、
原
点
と
も
い
え
る
Ａ
形
式
を
採
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
資
料
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な

る
。こ

う
し
て
、
し
だ
い
に
銘
文
を
簡
略
化
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
最
後
は
「
三
瓦
五
」
や

「
箸
瓦
新
（
箸は
し
ば
み喰
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
）」「
常
瓦
新
（
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
）」
な
ど
の

三
字
や
、
二
字
の
「
横
伊
（
横
内
　
瓦
屋
　
伊
兵
衛
）」、
さ
ら
に
一
字
の
「
五
（
刻
印
、
お

そ
ら
く
三
瓦
五
の
略
）」
に
ま
で
省
略
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
単
純
な
手
抜
き
、
工
程
の
省
略
で
あ
る
。
本
堂
ク
ラ
ス
の
建
物
の

場
合
は
、
屋
根
形
式
に
も
よ
る
が
単
層
で
も
通
常
一
〇
個
か
ら
一
八
個
の
鬼
瓦
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
す
べ
て
に
、
お
な
じ
Ａ
形
式
の
銘
文
の
、
し
か
も
全
文
を
刻
む
必
要
性
を
瓦
工
は

認
め
ず
、
境
内
か
ら
の
見
栄
え
を
考
慮
し
て
書
き
分
け
た
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後
半
に

Ａ
・
Ｂ
形
式
と
Ｃ
形
式
が
ほ
ぼ
同
時
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
出
現
頻
度
に
あ
ま
り
差
が
な
い
の
も
お
な
じ
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

図46　鬼瓦の銘文４形式の推移
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表1　大正15年（1926）奈良県下の瓦屋一覧（117軒）
京修町は京終町、白櫃村は白橿村の誤植と思われる
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同時存在の瓦屋軒数

1軒

2軒

2軒

2軒

2軒

3軒＋α

2軒

6軒

8軒＋α

9軒

9軒

9軒

11軒＋α

11軒＋α

11軒＋α

10軒＋α

12軒＋α

11軒＋α

15軒＋α

14軒＋α

17軒＋α

15軒＋α

14軒＋α

13軒＋α

7軒＋α

6軒＋α

5軒＋α

1650 年

1700 年

1750 年

1800 年

1850 年

「
京
定
作
」

今
井
中
西
甚
五
郎

西
之
宮
村
忠
七

粟
殿
村
佐
兵
衛

山
田
村
宗
七

葛
本
村
久
蔵

上
品
寺
村
西
九
□

𠮷
𠮷
村
𠮷
佐

南
都
細
工
人
米
川

入
谷
村
喜
□

松
山
村
善
八

常
門
村
新
兵
衛

久
米
村
善
治

桧
垣
村
孫
三
郎

野
口
村
清
六

大
泉
村
藤
治
郎

越
智
村
太
四
朗

箸
喰
村
新
七

十
市
村
半
治
良

戒
重
外
嶋
藤
蔵

寺
田
村
源
六

奥
山
村
太
七

二
階
堂
小
山
藤
四
郎

1754

1783
1781

1812

1788

1846

1802

1839

1803

1880

1818

1835

1822

1848

1823

1862

1825

1852

1835

1862

1847 1848

1860
1862

1888

1898

1844

1868

1846 1846

1808

1815
1818

1844
1847

鬼
久
1859

奥
上
嘉
1838

1856
奥
𠮷
治
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大
安
寺
村
左
平
次

河
原
城
村
孫
兵
衛

大
海
村
惣
兵
衛

土
佐
平
四
郎

八
百
村
堀
門
文
右
衛
門

仁
王
堂
清
助

四
条
新
町
市
兵
衛

新
口
村
八
右
衛
門

横
内
彦
右
衛
門

藤
田
佐
介

御
坊
村
久
左
衛
門

安
倍
村
庄
二
郎

雲
梯
村
小
兵
衛

柏
原
村
谷
久
兵
衛

三
輪
左
平
次

玉
手
村
助
十
郎

田
原
本
善
四
郎

出
村
六
兵
衛

小
山
村
島
屋
五
助

三
輪
脇
本
五
郎
右
衛
門

曽
我
村
左
兵
衛

西
京
理
右
衛
門

五
井
村
佐
兵
衛

瓦屋の名称

西　暦

1650 年

1700 年

1750 年

1800 年

1850 年

1634

1662

大
西
又
七
1751

1831

伊
八
・
善
三
郎

伊
八
・
善
三
郎
1809

1860

利
介
1850

1857

1637

16516500

1657

1689

1709

1666

1681
谷
本
五
郎
右
衛
門

谷
本
五
郎
右
衛
門

1712

1862

1681

1714

1691

1752

1692

1879

1697

1731

1894

1698

1844

1703 1705

1848

1705

1731

1709

1898

1724

1766

1742

1831

1743

1844

1745 1747

1709

相
田
伝
兵
衛
1740

1759

1796
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八

槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八

喜
兵
衛
1767

1775

1714

1721 1721

1678
1680

図45　大和三山周辺の近世瓦屋（瓦師・細工人）変遷表
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第
二
の
理
由
は
、
宣
伝
効
果
を
狙
っ
て
銘
文
を
刻
む
意
味
が
し
だ
い
に
薄
れ
た
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
山
周
辺
に
何
軒
か
の
瓦
屋
が
成
立
す
る
に
つ
れ
、
文
字
を
大

き
く
見
え
や
す
い
筆
跡
で
書
く
こ
と
が
一
時
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
効
果
が
ど
れ
ほ
ど

あ
っ
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
運
搬
手
段
の
未
発
達
な
時
代
に
あ
っ
て
、
半
径
四
〜
五
キ
ロ

と
い
う
縄
張
内
の
需
要
が
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
生
産
が
頭
打
ち
に
な
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
宿
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
理
由
は
、
何
回
も
使
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
た
刻
印
の
使
用
が
増
え
た
こ

と
で
あ
る
。
刻
印
は
小
型
で
あ
る
た
め
長
い
銘
文
を
記
す
に
は
適
し
て
い
な
い
の
で
、
三
字

か
二
字
の
Ｄ
形
式
の
例
が
多
く
、
ま
た
製
作
年
を
記
す
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
年
代
不

詳
の
例
が
多
い
。「
宝
永
八
庚
寅
年
（
一
七
一
一
）　
二
月
吉
辰
日
」「
雲
梯
村
　
小
兵
衛
作
」

（
橿
原
市
一
町
　
浄
念
寺
）
な
ど
の
例
外
的
存
在
を
除
く
と
、
そ
の
多
く
は
一
九
世
紀
後
半

以
降
の
例
と
思
わ
れ
る
（
図
47
）。
こ
う
し
て
、
銘
文
か
ら
刻
印
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
そ
れ

以
降
の
当
該
地
域
の
瓦
屋
の
歴
史
を
追
う
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
。
な
お
、
浄
念
寺

例
の
宝
永
八
年
の
干
支
は
辛
卯
で
あ
り
、
宝
永
七
年
が
庚
寅
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち

ら
か
を
誤
っ
た
例
に
な
る
。

16
　
鬼
瓦
を
作
っ
た
季
節

近
世
の
鬼
瓦
に
は
製
作
年
月
を
記
す
例
が
多
い
。
法
隆
寺
の
中
世
の
瓦
に
は
日
付
ま
で
書

く
例
も
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
「
吉き
ち
に
ち日
」
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
。

「
吉
日
」
で
済
ま
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

棟
上
げ
や
落
慶
法
要
は
良
い
日
柄
を
選
ぶ
。
し
か
し
、
鬼
瓦
に
銘
文
を
刻
む
日
を
す
べ
て

大た
い
あ
ん安
な
ど
の
六
曜
、
建た
つ

な
ど
の
十
二
直
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
鬼
瓦
の
数

が
多
い
場
合
は
別
の
日
付
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
の
「
タ
イ
ム
ラ
グ
」
が
生
じ
る
。
そ
こ
で

上
旬
・
中
旬
・
下
旬
と
い
う
区
切
り
方
も
試
み
ら
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
も
っ
と
も
便
利
な

「
吉
日
」
に
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
日
付
は
年
月
に
く
ら
べ
、
さ
ほ
ど
重
要

視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
月
は
ほ
と
ん
ど
の
例
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
グ
ラ
フ
化
す
れ
ば
鬼
瓦
を

作
っ
た
季
節
が
分
か
る
。
さ
ら
に
う
ま
く
い
け
ば
、
近
世
の
瓦
屋
の
操
業
サ
イ
ク
ル
が
つ
か

め
る
か
も
し
れ
な
い
。

図
48
は
、
大
和
三
山
周
辺
の
製
作
月
が
わ
か
る
鬼
瓦
・
獅
子
口
・
留
蓋
・
鳥
衾
な
ど
三
八

三
例
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
、
三
月
（
二
一
・
一
％
）
と
八
月
（
一

六
・
七
％
）
に
二
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
こ
と
と
、
一
二
月
が
〇
・
八
％
、
一
月
が
二
・

一
％
、
七
月
が
三
・
六
％
と
低
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
鬼
瓦
を
作
っ
た
季
節
が

三
月
と
八
月
を
頂
点
と
す
る
二
時
期
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

図47　 雲梯村小兵衛の刻印　宝永8年（1711年）左　橿原
市一町　浄念寺　右　御所市柳原　西応寺
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図48　銘文からみた鬼瓦の製作時期
※法隆寺は鬼瓦以外の銘文を含む。京都府は一部河内産を含む。

大
和
三
山
周
辺

383例
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隆
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京
都
府

219例※

郡
山
城
下

26例
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し
て
、
そ
の
原
因
は
三
山
周
辺
と
お
な
じ
く
気
象
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
山
周
辺
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
二
つ
の
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
法

隆
寺
で
は
、
瓦
に
残
る
豊
富
な
銘
文
や
史
料
か
ら
、
大
修
理
の
度
に
、
ほ
ぼ
年
間
を
通
じ
て

安
定
し
た
瓦
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
う
し
た
結
果
が
こ
の
図
に

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
大
都
市
に
多
数
の
寺
院
を
抱
え
る
京
都
府
の
場
合
も
、
ほ

ぼ
同
様
の
傾
向
が
こ
の
図
に
表
れ
て
お
り
、
農
村
主
体
の
三
山
地
域
と
は
異
な
る
操
業
形
態

を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
図
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
郡
山
城
下
は
ま

だ
デ
ー
タ
が
少
な
く
、
図
に
も
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
今
後
、
各
地
に
お
け
る

資
料
収
集
を
さ
ら
に
進
め
、
同
様
な
分
析
を
深
め
れ
ば
、
大
寺
院
と
城
下
町
、
都
市
と
農
村

に
お
け
る
瓦
屋
の
操
業
サ
イ
ク
ル
の
差
異
や
共
通
点
が
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
は
な
い
か

と
期
待
で
き
る
。

17
　
銘
文
を
書
く
目
的

１
　
瓦
師
、
細
工
人
が
自
分
の
製
品
と
名
を
世
間
に
残
す
た
め
。

２
　
商
標
と
し
て
の
役
割

商
標
（
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
）
と
は
、
需
要
者
が
そ
の
商
品
を
知
る
た
め
の
標
識
と
一
般
的

に
定
義
さ
れ
、
そ
の
機
能
に
は
、
①
出
所
表
示
機
能
と
、
②
品
質
保
証
、
③
広
告
宣
伝
機
能

が
あ
る
。

①
は
生
産
地
・
生
産
者
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
商
品
の
販
売
を
継
続
す
る
と
、

使
用
す
る
ブ
ラ
ン
ド
（
原
義
は
焼
き
印
）
は
需
要
者
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
品
質
保
証
の
機
能
が
あ
る
こ
と
は
、
近
代
の
瓦
の
刻
印
に
み
ら
れ
る
生
産
者
の
責
任
を

明
ら
か
に
す
る
「
細
工
請
合
」
な
ど
か
ら
も
容
易
に
読
み
取
れ
る
。

③
広
告
宣
伝
機
能
が
あ
る
こ
と
は
、
図
39
‐
10
の
よ
う
に
、
画
数
の
多
い
「
三
輪
」
で
は

な
く
「
ミ
ワ
」
と
、
こ
と
さ
ら
太
く
、
深
く
刻
ん
だ
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
生
産

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
旧
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
で
の
話
で
、
新
暦
（
太
陽
暦
）
と
は
約
一
カ
月

の
ず
れ
が
あ
る
。
そ
れ
を
計
算
し
つ
つ
そ
の
理
由
を
推
定
す
る
と
、
十
二
月
か
ら
一
月
（
新

暦
の
十
二
月
下
旬
か
ら
三
月
上
旬
）
が
低
い
理
由
の
一
つ
は
、
粘
土
が
凍
て
る
恐
れ
が
あ
る

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
瓦
を
作
っ
た
明
日
香
村
飛
鳥
の
阿
蘇
瓦
屋
で
の
聞

き
取
り
調
査
で
も
、
冬
は
土
が
凍
る
の
で
休
ん
だ
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

さ
ら
に
、
今
回
の
調
査
地
域
の
大
半
が
農
村
地
帯
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
成

立
し
た
瓦
屋
の
多
く
が
農
業
と
の
兼
業
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
雇
用
者
の
多
く
も
農
民
で

あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
で
き
る
。

旧
暦
三
月
（
新
暦
三
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
）
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
初

め
は
気
温
も
低
い
が
屋
内
で
の
瓦
作
り
は
可
能
と
思
わ
れ
、
田
起
こ
し
に
始
ま
り
、
苗
代
作

り
、
田
植
え
と
続
く
農
繁
期
に
入
る
前
に
、
普
請
の
注
文
に
合
わ
せ
、
細
工
に
手
間
ひ
ま
の

か
か
る
鬼
瓦
作
り
を
集
中
的
に
進
め
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
規
模
や
屋
根
構

造
に
も
よ
る
が
、
単
層
の
本
堂
で
も
十
個
前
後
の
鬼
瓦
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
乾
燥
に
は
一

〜
二
か
月
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
旧
暦
の
七
月
（
新
暦
七
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
）
が
四
・
二
％
と
低
い
理
由
は
、
梅

雨
や
暑
さ
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秋
の
収
穫
期
も
大
い
に
影
響
し
た
に

違
い
な
い
。
ま
た
水
田
の
地
下
か
ら
原
料
粘
土
を
掘
り
取
り
、
運
ぶ
の
も
収
穫
後
の
晩
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
が
最
適
期
で
あ
り
、
こ
う
し
た
作
業
が
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
減

少
の
理
由
と
思
わ
れ
る
。

参
考
の
た
め
に
近
世
以
降
の
法
隆
寺
（
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
一
九
九
二
）
と

京
都
府
（
中
尾
・
高
橋
一
九
七
六
、
中
尾
一
九
九
三
）、
郡
山
城
下
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て

み
よ
う
。

法
隆
寺
と
京
都
府
例
の
図
は
、
両
者
と
も
に
な
だ
ら
か
な
二
つ
の
山
を
描
く
点
が
似
て
お

り
、
そ
の
理
由
は
や
は
り
一
月
と
一
二
月
が
低
く
、
七
月
も
や
や
低
い
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
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の
後
は
ま
た
低
く
な
り
、
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
一
八
三
〇
年
）
か
ら
弘
化
・
嘉
永

年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
五
四
年
）
に
急
激
に
高
ま
る
。
こ
の
変
化
か
ら
、
三
山
地
域
の

村
々
に
瓦
葺
き
民
家
が
登
場
し
た
の
は
一
九
世
紀
前
半
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の

大
半
は
蔵
で
は
な
く
主
屋
で
あ
る
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
一
〇
年
間
に
民
家
が
占
め
る
割
合

を
右
の
欄
に
示
し
た
。
資
料
数
が
少
な
い
時
期
の
数
値
は
さ
ほ
ど
有
意
と
は
い
え
な
い
も
の

の
、
全
体
の
傾
向
を
つ
か
む
に
は
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

一
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
課
題
を
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
傾
向
が
、
①
大
和
国
の
他

の
地
域
、
あ
る
い
は
②
近
隣
の
諸
国
に
も
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、
大
和
だ
け
に
認
め
ら
れ

る
特
殊
な
状
況
な
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
①
・
②
の
地
域
に
お
け
る
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
は
明
ら
か
に
し
が
た

い
。
た
だ
し
①
に
関
し
て
は
、
大
和
郡
山
市
内
や
田
原
本
町
で
筆
者
が
実
施
し
た
調
査
結
果

や
、
生
駒
郡
内
（
安
堵
町
・
斑
鳩
町
・
三
郷
町
・
平
群
町
）
に
お
け
る
調
査
を
参
考
に
す
れ

ば
、
奈
良
盆
地
内
で
は
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
（
寺
農
二
〇
一
八
）。

二
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

か
ら
八
年
（
一
八
三
七
）
に
か
け
て
の
飢
饉
を
切
り
抜
け
た
三
山
地
域
で
は
、
弘
化
・
嘉
永

年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
五
四
年
）
に
山
村
を
含
む
農
村
に
ま
で
瓦
葺
き
が
急
速
に
増
加
し

た
。三

に
関
し
て
は
、
そ
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
下
で
制
度
上
も
経
済
的
に
も
制

限
さ
れ
て
き
た
一
般
農
村
の
民
家
へ
の
瓦
葺
き
が
普
及
し
始
め
た
直
後
に
、
急
激
に
鬼
瓦
の

銘
文
が
減
少
し
た
現
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
Ｂ
ふ
た
つ
の
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。

Ａ
　
農
村
富
裕
層
へ
の
瓦
葺
き
が
普
及
し
終
わ
っ
た
。
ま
た
幕
末
の
混
乱
も
原
因
か
。

し
か
し
、
三
山
地
域
に
は
そ
の
建
築
様
式
な
ど
か
ら
幕
末
か
ら
明
治
年
間
の
も
の
と
思
わ

れ
る
瓦
葺
き
の
民
家
・
農
家
が
多
数
存
在
す
る
の
で
、
Ａ
の
仮
説
は
成
立
し
が
た
い
。
と
す

者
が
誰
で
あ
る
か
を
広
く
知
ら
し
め
、
次
の
普
請
、
葺
き
替
え
の
際
に
声
が
か
か
る
よ
う
に

と
い
う
商
魂
が
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。

18
　
民
家
へ
の
瓦
葺
き
の
普
及

次
頁
の
図
49
‐
１
〜
３
は
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
在
銘
鬼
瓦
を
、
一
年
毎
に
寺
社
と
民

家
に
色
分
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
世
の
建
物
ほ
ど
残
る
確
率
が
高
い
と
い
う
ご
く
当
然
の

現
象
を
差
し
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
限
っ
て
い
う
と
、
や
は
り
後
半

の
例
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
そ
の
残
存
状
況
を
分

析
す
る
と
、
少
な
く
と
も
以
下
の
四
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
寺
社
や
民
家
の
普
請
に

際
し
、
鬼
瓦
と
そ
の
他
の
瓦
の
生
産
が
、
基
本
的
に
は
同
時
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
に

す
れ
ば
、
こ
の
図
か
ら
当
地
域
の
瓦
生
産
全
体
の
動
向
を
推
定
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
実
態
と

か
け
離
れ
た
結
果
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
予
測
で
き
る
。

一
　
江
戸
時
代
前
期
に
は
何
回
か
空
白
期
間
（
最
長
六
年
）
が
あ
る
も
の
の
、
幕
末
ま
で
ほ

ぼ
一
貫
し
て
銘
文
が
残
る
。
と
く
に
一
七
四
〇
年
代
か
ら
一
七
七
〇
年
ま
で
と
、
一
八
二
〇

年
代
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
。

二
　
資
料
の
増
加
は
、
宝
暦
年
間
を
中
心
と
す
る
時
代
や
、
寛
政
・
文
化
・
文
政
年
間
な
ど

に
い
く
つ
か
の
山
が
認
め
ら
れ
る
が
、
最
大
の
ピ
ー
ク
は
、
幕
末
の
混
乱
が
始
ま
る
直
前
の

天
保
末
年
か
ら
弘
化
・
嘉
永
年
間
（
一
八
四
一
〜
一
八
五
四
年
）
に
あ
る
。

三
　
そ
の
直
後
の
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
年
間
に
か
け
て
急
激
に
在
銘
鬼
瓦
が
減
少
し
、
回

復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四
　
民
家
の
鬼
瓦
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
、
一
七
世
中
頃
か
ら
末
ま
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
今
井
村
に
集
中
す
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
年
）
以
後
に
な
る
と
、
今
井

村
以
外
の
農
村
地
帯
の
富
裕
な
農
家
や
、
街
道
筋
の
商
家
に
瓦
葺
き
が
広
ま
る
。
そ
の
後
、

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
年
）
に
六
例
が
集
ま
る
小
さ
な
山
が
あ
る
も
の
の
、
そ
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の
後
は
ま
た
低
く
な
り
、
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
一
八
三
〇
年
）
か
ら
弘
化
・
嘉
永

年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
五
四
年
）
に
急
激
に
高
ま
る
。
こ
の
変
化
か
ら
、
三
山
地
域
の

村
々
に
瓦
葺
き
民
家
が
登
場
し
た
の
は
一
九
世
紀
前
半
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の

大
半
は
蔵
で
は
な
く
主
屋
で
あ
る
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
一
〇
年
間
に
民
家
が
占
め
る
割
合

を
右
の
欄
に
示
し
た
。
資
料
数
が
少
な
い
時
期
の
数
値
は
さ
ほ
ど
有
意
と
は
い
え
な
い
も
の

の
、
全
体
の
傾
向
を
つ
か
む
に
は
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

一
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
課
題
を
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
傾
向
が
、
①
大
和
国
の
他

の
地
域
、
あ
る
い
は
②
近
隣
の
諸
国
に
も
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、
大
和
だ
け
に
認
め
ら
れ

る
特
殊
な
状
況
な
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
①
・
②
の
地
域
に
お
け
る
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
は
明
ら
か
に
し
が
た

い
。
た
だ
し
①
に
関
し
て
は
、
大
和
郡
山
市
内
や
田
原
本
町
で
筆
者
が
実
施
し
た
調
査
結
果

や
、
生
駒
郡
内
（
安
堵
町
・
斑
鳩
町
・
三
郷
町
・
平
群
町
）
に
お
け
る
調
査
を
参
考
に
す
れ

ば
、
奈
良
盆
地
内
で
は
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
（
寺
農
二
〇
一
八
）。

二
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

か
ら
八
年
（
一
八
三
七
）
に
か
け
て
の
飢
饉
を
切
り
抜
け
た
三
山
地
域
で
は
、
弘
化
・
嘉
永

年
間
（
一
八
四
四
〜
一
八
五
四
年
）
に
山
村
を
含
む
農
村
に
ま
で
瓦
葺
き
が
急
速
に
増
加
し

た
。三

に
関
し
て
は
、
そ
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
下
で
制
度
上
も
経
済
的
に
も
制

限
さ
れ
て
き
た
一
般
農
村
の
民
家
へ
の
瓦
葺
き
が
普
及
し
始
め
た
直
後
に
、
急
激
に
鬼
瓦
の

銘
文
が
減
少
し
た
現
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
Ｂ
ふ
た
つ
の
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。

Ａ
　
農
村
富
裕
層
へ
の
瓦
葺
き
が
普
及
し
終
わ
っ
た
。
ま
た
幕
末
の
混
乱
も
原
因
か
。

し
か
し
、
三
山
地
域
に
は
そ
の
建
築
様
式
な
ど
か
ら
幕
末
か
ら
明
治
年
間
の
も
の
と
思
わ

れ
る
瓦
葺
き
の
民
家
・
農
家
が
多
数
存
在
す
る
の
で
、
Ａ
の
仮
説
は
成
立
し
が
た
い
。
と
す

者
が
誰
で
あ
る
か
を
広
く
知
ら
し
め
、
次
の
普
請
、
葺
き
替
え
の
際
に
声
が
か
か
る
よ
う
に

と
い
う
商
魂
が
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。

18
　
民
家
へ
の
瓦
葺
き
の
普
及

次
頁
の
図
49
‐
１
〜
３
は
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
在
銘
鬼
瓦
を
、
一
年
毎
に
寺
社
と
民

家
に
色
分
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
世
の
建
物
ほ
ど
残
る
確
率
が
高
い
と
い
う
ご
く
当
然
の

現
象
を
差
し
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
限
っ
て
い
う
と
、
や
は
り
後
半

の
例
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
そ
の
残
存
状
況
を
分

析
す
る
と
、
少
な
く
と
も
以
下
の
四
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
寺
社
や
民
家
の
普
請
に

際
し
、
鬼
瓦
と
そ
の
他
の
瓦
の
生
産
が
、
基
本
的
に
は
同
時
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
に

す
れ
ば
、
こ
の
図
か
ら
当
地
域
の
瓦
生
産
全
体
の
動
向
を
推
定
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
実
態
と

か
け
離
れ
た
結
果
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
予
測
で
き
る
。

一
　
江
戸
時
代
前
期
に
は
何
回
か
空
白
期
間
（
最
長
六
年
）
が
あ
る
も
の
の
、
幕
末
ま
で
ほ

ぼ
一
貫
し
て
銘
文
が
残
る
。
と
く
に
一
七
四
〇
年
代
か
ら
一
七
七
〇
年
ま
で
と
、
一
八
二
〇

年
代
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
。

二
　
資
料
の
増
加
は
、
宝
暦
年
間
を
中
心
と
す
る
時
代
や
、
寛
政
・
文
化
・
文
政
年
間
な
ど

に
い
く
つ
か
の
山
が
認
め
ら
れ
る
が
、
最
大
の
ピ
ー
ク
は
、
幕
末
の
混
乱
が
始
ま
る
直
前
の

天
保
末
年
か
ら
弘
化
・
嘉
永
年
間
（
一
八
四
一
〜
一
八
五
四
年
）
に
あ
る
。

三
　
そ
の
直
後
の
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
年
間
に
か
け
て
急
激
に
在
銘
鬼
瓦
が
減
少
し
、
回

復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四
　
民
家
の
鬼
瓦
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
、
一
七
世
中
頃
か
ら
末
ま
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
今
井
村
に
集
中
す
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
年
）
以
後
に
な
る
と
、
今
井

村
以
外
の
農
村
地
帯
の
富
裕
な
農
家
や
、
街
道
筋
の
商
家
に
瓦
葺
き
が
広
ま
る
。
そ
の
後
、

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
年
）
に
六
例
が
集
ま
る
小
さ
な
山
が
あ
る
も
の
の
、
そ
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西暦
(年)

元号
西暦
(年)

元号

1481和明1771
24812771
34813771
44814771
54815771
64816771
74817771
84818771
94819771
05810871
15811871
25812871
35813871
45814871
55815871
65816871
75817871
85818871
95819871

延万06810971
16811971
26812971
36813971

治元46814971
56815971
66816971
76817971
86818971
96819971
07810081
17811081
27812081
37813081
47814081
57815081
67816081
77817081
87818081
97819081
08810181
18811181
28812181
38813181
48814181
58815181
68816181
78817181
88818181
98819181
09810281
19811281
29812281
39813281
49814281
59815281
69816281
79817281
89818281
99819281
00910381
10911381
20912381
30913381
40914381
50915381
60916381
70917381
80918381
90919381
01910481

寛政

享和

文化

文政

16.2％

21.8％

4.1％

１/17

４/34

８/31

８/23

６/37

７/32

5.8％

11.7％

25.8％

34.7％

安永

天明

０/６ ０％

１/３ 33.3％

■：寺 ■：民家
10年間に民家
が占める割合

■：寺 ■：民家
10年間に民家
が占める割合

天保

天保

18/57 31.5％弘化

嘉永

５/20 25％
安政

文久

３/11 27.2％
慶応

明治

５/５ 100％

１/４ 25％

１/24

図49－２　寺社と民家への瓦葺きの普及
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西暦
(年)

元号
西暦
(年)

元号

10711361
20712361
30713361
40714361
50715361
60716361
70717361
80718361
90719361
01710461
11711461
21712461
31713461
41714461
51715461
61716461
71717461
81718461
91719461
02710561
12711561
22712561
32713561
42714561
52715561
62716561
72717561
82718561
92719561
03710661
13711661
23712661
33713661
43714661
53715661
63716661
73717661
83718661
93719661
04710761
14711761
24712761
34713761
44714761
54715761
64716761
74717761
84718761
94719761
05710861
15711861
25712861
35713861
45714861
55715861
65716861
75717861
85718861
95719861
06710961
16711961
26712961
36713961
46714961
56715961
66716961
76717961
86718961
96719961
07710071

０/20 ０％

１/17 5.8%

元文

寛保

０/19 ０％延享

寛延

６/28 21.4％

延宝

天和

貞享

元禄

寛永

元禄

宝永

正徳

享保

宝暦

明和

■：寺 ■：民家
10年間に民家
が占める割合

正保

慶安

承応

０/19 ０％

２/15 13.3％

０/２ ０％

３/８ 37.5％

０/１
明暦

万治

10年間に民家
が占める割合

１/22 4.5％

■：寺 ■：民家

０％

11.1％

０％

０％

22.2％

１/９

０/６

０/８

２/９

寛文

図49－１　寺社と民家への瓦葺きの普及
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西暦
(年)

元号
西暦
(年)

元号

10711361
20712361
30713361
40714361
50715361
60716361
70717361
80718361
90719361
01710461
11711461
21712461
31713461
41714461
51715461
61716461
71717461
81718461
91719461
02710561
12711561
22712561
32713561
42714561
52715561
62716561
72717561
82718561
92719561
03710661
13711661
23712661
33713661
43714661
53715661
63716661
73717661
83718661
93719661
04710761
14711761
24712761
34713761
44714761
54715761
64716761
74717761
84718761
94719761
05710861
15711861
25712861
35713861
45714861
55715861
65716861
75717861
85718861
95719861
06710961
16711961
26712961
36713961
46714961
56715961
66716961
76717961
86718961
96719961
07710071

０/20 ０％

１/17 5.8%

元文

寛保

０/19 ０％延享

寛延

６/28 21.4％

延宝

天和

貞享

元禄

寛永

元禄

宝永

正徳

享保

宝暦

明和

■：寺 ■：民家
10年間に民家
が占める割合

正保

慶安

承応

０/19 ０％

２/15 13.3％

０/２ ０％

３/８ 37.5％

０/１
明暦

万治

10年間に民家
が占める割合

１/22 4.5％

■：寺 ■：民家

０％

11.1％

０％

０％

22.2％

１/９

０/６

０/８

２/９

寛文

図49－１　寺社と民家への瓦葺きの普及



 ― 118 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

直
さ
れ
た
も
の
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
慶

安
年
間
に
徳
川
家
光
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
時
の
瓦
は
、

今
も
本
堂
と
鐘
楼
に
残
り
、
宗
宝
蔵
に
展
示
さ
れ
て
い

る
天
正
年
間
再
建
時
の
鳥
衾
に
も
銘
文
が
残
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
銘
文
か
ら
造
瓦
に
携
わ
っ
た
工
人
集
団
の

出
自
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

（
１
）
天
正
年
間
再
建
時
の
銘
文

天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
銘
の
鳥
衾
に
は
次
の
よ

う
な
銘
文
が
あ
る
。

「
は
り
満
国
志
き
西
か
う
ほ
り
之
あ
か
　
太
く
ハ
　
甚

五
ろ天

正
十
六
年
　
後
五
月
吉
日
　
二
郎
衛
門
尉
　

あ
か
　
甚
五
郎
　

ひ
め
し
　
右
衛
門
　

ほ
つ
け
ち
　
助
六
」

「
天
正
十
六
年
　
西
京
　
□
三
郎
　
□
五
月
吉
日
」

こ
れ
を
読
み
や
す
く
書
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
播
磨
国
飾
西
郡
（
飾
磨
郡
が
飾
西
郡
と
飾
東
郡
に
分
か
れ
る
）
之
英
賀
（
現
姫
路
市
飾

磨
区
英
賀
）
大
工
は
甚
五
郎
　
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）　
後
五
月
吉
日
　
二
郎
衛
門
尉
　

英
賀
　
甚
五
郎
　
姫
路
　
右
衛
門
　
法
華
寺
　
助
六
」

「
天
正
十
六
年
　
西
京
　
□
三
郎
　
□
五
月
吉
日
」

こ
の
銘
文
に
よ
っ
て
、
豊
臣
秀
長
に
よ
る
再
建
時
に
は
、
播
磨
国
の
飾
西
郡
英
賀
出
身
の

瓦
大
工
二
郎
衛
門
尉
甚
五
郎
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
姫
路
の
右
衛
門
と
、
法
華
寺
の
助
六
や
西

れ
ば
、
残
る
Ｂ
の
仮
説
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
　
瓦
屋
が
鬼
瓦
に
銘
文
を
書
く
習
慣
が
す
た
れ
た
。
銘
文
の
省
略
化
が
す
で
に
進
ん
で
お

り
、
ま
た
刻
印
で
済
ま
す
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
在
銘
鬼
瓦
は
急
激
に
そ
の
姿
を
消

し
た
の
で
あ
る
。

三
　
大
和
三
山
周
辺
に
お
け
る
瓦
生
産
と
瓦
屋
の
盛
衰

１
　
長
谷
寺
本
堂
と
鐘
楼
の
鬼
瓦
銘
文
か
ら
わ
か
る
こ
と

今
回
の
調
査
範
囲
で
最
大
の
寺
院
は
長
谷
寺
で
あ
る
。
本
堂
は
七
回
焼
失
し
た
あ
と
天
正

年
間
に
豊
臣
秀
長
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
そ
の
建
物
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
ま
た
建
て

西暦
(年)

元号

1911 明治
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

％０１/０1591

昭和

大正

０％

０％

100％

０/１ ０％

０/０

０/１

１/１

■：寺 ■：民家
10年間に民家
が占める割合

図49－３　寺社と民家への瓦葺きの普及
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県
ま
で
の
広
範
囲
に
そ
の
製
品
が
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
山
崎
二
〇
〇
八
）。

こ
の
時
代
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
、
あ
る
い
は
安
土
・
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
、
ま
た
は
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

時
期
は
、
広
範
囲
に
活
動
を
続
け
た
播
磨
出
身
の
瓦
工
集
団
と
、
大
坂
四
天
王
寺
出
身
の
瓦

工
集
団
が
各
地
に
「
出
職
」
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乱
世
を
生
き
延
び
、
豊
臣

氏
や
徳
川
氏
の
寄
進
を
得
て
、
新
築
や
修
理
が
継
続
し
て
行
わ
れ
た
四
天
王
寺
や
法
隆
寺
・

薬
師
寺
・
法
華
寺
な
ど
の
古
い
伝
統
と
厚
い
信
仰
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
た
大
寺
院
を
活
動
拠

点
と
し
、
需
要
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
出
か
け
て
注
文
に
応
じ
た
瓦
工
集
団
が
大
車
輪
の
活
躍

を
成
し
遂
げ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
初
期
の
瓦
工
た
ち
（
口
絵
　
図
62
）

以
下
、
大
和
三
山
周
辺
で
鬼
瓦
を
作
っ
た
瓦
工
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
西
京
理
右
衛
門

近
世
初
期
に
、
今
井
町
（
正
式
に
は
今
井
村
、
今
井
寺
内
町
）
と
、
そ
の
周
辺
の
寺
の
瓦

を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
瓦
工
と
し
て
西
京
理
右
衛
門
（
利
介
・
理
介
・
吉
重
・
国
重
と
も

名
乗
っ
た
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
弱
冠
一
四
歳
で

法
隆
寺
の
瓦
大
工
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
の
後
、
初
代
橘
寿
王
三
郎
吉
重
に
倣
っ
た
の
か

年
齢
を
記
す
な
ど
多
く
の
銘
文
を
残
し
て
い
る
（
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
一
九
九

二
）。
こ
れ
ま
で
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）、
三
二
歳
ま
で
の
活
動
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、

今
回
、
そ
の
後
の
製
品
が
い
く
つ
か
見
つ
か
り
、
六
一
歳
ま
で
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
ず
彼
が
残
し
た
銘
文
の
抜
粋
を
示
し
経
歴
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　  「
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）（
前
略
）
新
右
衛
門
尉
四
七
才
子
　
瓦
大
工
西
京
利
介
　
甚

三
郎
　
久
七
（
法
隆
寺
講
堂
　
鳥
衾
瓦
）」。
こ
の
銘
文
に
よ
っ
て
、
法
隆
寺
の
慶
長
大

京
出
身
の
□
三
郎
が
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
ほ
つ
け
ち
」
は
奈
良
市
の
法
華
寺
で
あ
る
。
姫
路
市
内
に
も
法
華
寺
が
あ
っ
て
紛

ら
わ
し
い
が
、
奈
良
市
法
華
寺
鐘
楼
の
鬼
瓦
銘
に
「
ケ
井
チ
ョ
ウ
七
子
　
ワ
シ
ウ
カ
ミ
ノ
コ

ウ
リ
　
大
ク
　
ホ
ケ
井
チ
　
助
六
　
与
八
郎
　
助
十
郎
　
甚
三
郎
　
弥
六
　
助
三
郎
」「
慶

長
七
年
（
一
六
〇
二
）　
和
州
（
添
）
上
郡
　
大
工
　
法
華
寺
　
助
六
（
以
下
略
）」
と
あ
り

（
山
崎
二
〇
〇
八
）、
お
そ
ら
く
同
一
人
物
と
思
わ
れ
、
法
華
寺
を
拠
点
に
す
る
瓦
工
集
団
の

存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
２
）
慶
安
年
間
再
建
時
の
銘
文
　

慶
安
年
間
再
建
の
現
本
堂
（
国
宝
）
と
鐘
楼
（
重
文
）
の
鬼
瓦
に
は
多
数
の
銘
文
が
残
る

が
、
代
表
的
な
も
の
を
以
下
に
示
す
（
花
谷
二
〇
〇
四
）。

本
堂
　「  

慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）　
九
月
吉
日
　
山
城
国
住
人
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
内
　

井
上
善
兵
衛
作
」

　
　
　「
御
瓦
師
　
大
坂
住
人
　
寺
嶋
摂
津
守
」

鐘
楼
　  「
長
谷
寺
鐘
楼
堂
鬼
板
　
御
瓦
師
　
寺
嶋
摂
津
守
」

　
　
　「
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）　
大
坂
四
天
王
寺
住
　
五
月
吉
日
　
□
三
右
衛
門
作
」

鬼
瓦
銘
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
は
大
坂
を
本
拠
と
し
、
京
都
に
も
分
家
が
あ
っ
た
当
代
随
一

の
瓦
作
り
の
名
門
で
あ
る
寺
嶋
家
配
下
の
井
上
善
兵
衛
と
、
大
坂
四
天
王
寺
の
三
右
衛
門
が

参
画
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
正
・
慶
安
の
再
建
時
に
は
、
い
ず
れ
も
こ

の
時
代
の
城
郭
建
築
や
大
寺
院
の
造
営
に
加
わ
り
造
瓦
を
担
っ
て
き
た
播
磨
国
英
賀
出
身
の

瓦
大
工
や
、
山
域
や
大
坂
四
天
王
寺
の
住
人
を
名
乗
る
御
瓦
師
が
参
加
し
て
お
り
、
三
山
地

域
に
は
ま
だ
大
規
模
な
瓦
生
産
を
担
え
る
よ
う
な
瓦
工
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
な
お
、
播
磨
国
英
賀
出
身
の
瓦
大
工
が
作
っ
た
瓦
は
、
西
は
福
岡
県
か
ら
東
は
京
都
府

ま
で
広
が
り
、
四
天
王
寺
住
人
を
名
乗
る
瓦
大
工
の
製
品
は
、
西
は
佐
賀
県
か
ら
東
は
宮
城
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県
ま
で
の
広
範
囲
に
そ
の
製
品
が
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
山
崎
二
〇
〇
八
）。

こ
の
時
代
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
、
あ
る
い
は
安
土
・
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
、
ま
た
は
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

時
期
は
、
広
範
囲
に
活
動
を
続
け
た
播
磨
出
身
の
瓦
工
集
団
と
、
大
坂
四
天
王
寺
出
身
の
瓦

工
集
団
が
各
地
に
「
出
職
」
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乱
世
を
生
き
延
び
、
豊
臣

氏
や
徳
川
氏
の
寄
進
を
得
て
、
新
築
や
修
理
が
継
続
し
て
行
わ
れ
た
四
天
王
寺
や
法
隆
寺
・

薬
師
寺
・
法
華
寺
な
ど
の
古
い
伝
統
と
厚
い
信
仰
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
た
大
寺
院
を
活
動
拠

点
と
し
、
需
要
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
出
か
け
て
注
文
に
応
じ
た
瓦
工
集
団
が
大
車
輪
の
活
躍

を
成
し
遂
げ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
初
期
の
瓦
工
た
ち
（
口
絵
　
図
62
）

以
下
、
大
和
三
山
周
辺
で
鬼
瓦
を
作
っ
た
瓦
工
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
西
京
理
右
衛
門

近
世
初
期
に
、
今
井
町
（
正
式
に
は
今
井
村
、
今
井
寺
内
町
）
と
、
そ
の
周
辺
の
寺
の
瓦

を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
瓦
工
と
し
て
西
京
理
右
衛
門
（
利
介
・
理
介
・
吉
重
・
国
重
と
も

名
乗
っ
た
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
弱
冠
一
四
歳
で

法
隆
寺
の
瓦
大
工
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
の
後
、
初
代
橘
寿
王
三
郎
吉
重
に
倣
っ
た
の
か

年
齢
を
記
す
な
ど
多
く
の
銘
文
を
残
し
て
い
る
（
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
一
九
九

二
）。
こ
れ
ま
で
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）、
三
二
歳
ま
で
の
活
動
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、

今
回
、
そ
の
後
の
製
品
が
い
く
つ
か
見
つ
か
り
、
六
一
歳
ま
で
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
ず
彼
が
残
し
た
銘
文
の
抜
粋
を
示
し
経
歴
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　  「
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）（
前
略
）
新
右
衛
門
尉
四
七
才
子
　
瓦
大
工
西
京
利
介
　
甚

三
郎
　
久
七
（
法
隆
寺
講
堂
　
鳥
衾
瓦
）」。
こ
の
銘
文
に
よ
っ
て
、
法
隆
寺
の
慶
長
大

京
出
身
の
□
三
郎
が
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
ほ
つ
け
ち
」
は
奈
良
市
の
法
華
寺
で
あ
る
。
姫
路
市
内
に
も
法
華
寺
が
あ
っ
て
紛

ら
わ
し
い
が
、
奈
良
市
法
華
寺
鐘
楼
の
鬼
瓦
銘
に
「
ケ
井
チ
ョ
ウ
七
子
　
ワ
シ
ウ
カ
ミ
ノ
コ

ウ
リ
　
大
ク
　
ホ
ケ
井
チ
　
助
六
　
与
八
郎
　
助
十
郎
　
甚
三
郎
　
弥
六
　
助
三
郎
」「
慶

長
七
年
（
一
六
〇
二
）　
和
州
（
添
）
上
郡
　
大
工
　
法
華
寺
　
助
六
（
以
下
略
）」
と
あ
り

（
山
崎
二
〇
〇
八
）、
お
そ
ら
く
同
一
人
物
と
思
わ
れ
、
法
華
寺
を
拠
点
に
す
る
瓦
工
集
団
の

存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
２
）
慶
安
年
間
再
建
時
の
銘
文
　

慶
安
年
間
再
建
の
現
本
堂
（
国
宝
）
と
鐘
楼
（
重
文
）
の
鬼
瓦
に
は
多
数
の
銘
文
が
残
る

が
、
代
表
的
な
も
の
を
以
下
に
示
す
（
花
谷
二
〇
〇
四
）。

本
堂
　「  

慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）　
九
月
吉
日
　
山
城
国
住
人
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
内
　

井
上
善
兵
衛
作
」

　
　
　「
御
瓦
師
　
大
坂
住
人
　
寺
嶋
摂
津
守
」

鐘
楼
　  「
長
谷
寺
鐘
楼
堂
鬼
板
　
御
瓦
師
　
寺
嶋
摂
津
守
」

　
　
　「
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）　
大
坂
四
天
王
寺
住
　
五
月
吉
日
　
□
三
右
衛
門
作
」

鬼
瓦
銘
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
は
大
坂
を
本
拠
と
し
、
京
都
に
も
分
家
が
あ
っ
た
当
代
随
一

の
瓦
作
り
の
名
門
で
あ
る
寺
嶋
家
配
下
の
井
上
善
兵
衛
と
、
大
坂
四
天
王
寺
の
三
右
衛
門
が

参
画
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
正
・
慶
安
の
再
建
時
に
は
、
い
ず
れ
も
こ

の
時
代
の
城
郭
建
築
や
大
寺
院
の
造
営
に
加
わ
り
造
瓦
を
担
っ
て
き
た
播
磨
国
英
賀
出
身
の

瓦
大
工
や
、
山
域
や
大
坂
四
天
王
寺
の
住
人
を
名
乗
る
御
瓦
師
が
参
加
し
て
お
り
、
三
山
地

域
に
は
ま
だ
大
規
模
な
瓦
生
産
を
担
え
る
よ
う
な
瓦
工
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
な
お
、
播
磨
国
英
賀
出
身
の
瓦
大
工
が
作
っ
た
瓦
は
、
西
は
福
岡
県
か
ら
東
は
京
都
府

ま
で
広
が
り
、
四
天
王
寺
住
人
を
名
乗
る
瓦
大
工
の
製
品
は
、
西
は
佐
賀
県
か
ら
東
は
宮
城
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さ
て
、
こ
れ
に
今
回
確
認
し
た
鬼
瓦
の
銘
文
を
加
え
る
と
、
彼
は
少
な
く
と
も
六
一
歳
ま

で
生
き
た
よ
う
で
あ
る
。

「
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
西
京
　
理
右
衛
門
」（
橿
原
市
今
井
町
、
橿
原
市
指
定
文
化

財
旧
常
福
寺
観
音
堂
）（
四
八
歳
、
図
50
）。
な
お
、
観
音
堂
に
は
慶
長
一
八
年
（
一
六
一

三
）
の
棟
札
が
残
る
。

「
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
西
京
　
理
右
衛
門
」
橿
原
市
北
八
木
町
、
恵
美
須
神
社
社
務

所
（
旧
正
福
寺
薬
師
堂
東
の
建
物
の
大
棟
北
端
）（
六
一
歳
、
図
51
）。

理
右
衛
門
が
残
し
た
銘
文
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
彼
が
率
い
た
瓦
工
の
存
在

を
物
語
る
資
料
が
あ
る
。

（
２
）「
西
京
」
の
中
心
飾
り
を
も
つ
軒
平
瓦

「
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）　
西
京
　
理
右
衛
門
」
銘
の
鬼
瓦
が
あ
る
北
八
木
町
の
恵
美
須
神

社
社
務
所
に
、
理
右
衛
門
配
下
の
瓦
工
が
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
中
心
に
「
西
京
」
と
い
う
文

字
を
入
れ
た
唐
草
紋
軒
平
瓦
が
あ
る
（
図
52
）。
建
物
は
昭
和
年
間
の
も
の
と
い
う
教
示
を
得

た
が
、
軒
平
瓦
の
中
に
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
頃
の
も
の
を
再
利
用
し
た
も
の
が
あ
る
。

ま
た
桜
井
市
箸
中
の
慶
運
寺
南
門
の
鬼
瓦
（
図
54
）
に
は
、
年
号
こ
そ
な
い
が
「
西
京
　

理
右
衛
門
」
の
刻
印
が
残
る
（
図
55
）。
慶
運
寺
は
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
創
建
と

伝
え
、
南
門
は
小
規
模
な
が
ら
一
七
世
紀
中
頃
の
特
色
を
残
す
と
い
う
の
で
、
こ
の
一
対
の

鬼
瓦
は
理
右
衛
門
の
そ
の
頃
の
製
品
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
門
に
も
恵
美

須
神
社
社
務
所
と
同
范
の
「
西
京
」
を
中
心
飾
り
と
す
る
唐
草
紋
軒
平
瓦
が
あ
り
（
図
53
）、

理
右
衛
門
傘
下
の
瓦
工
が
参
加
し
た
と
推
定
で
き
る
。
な
お
、
法
隆
寺
な
ど
で
は
こ
の
軒
平

瓦
は
未
発
見
で
あ
り
、
理
右
衛
門
が
三
山
地
域
で
の
瓦
作
り
に
際
し
て
新
た
に
作
っ
た
瓦
范

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
今
井
町
に
近
い
橿
原
市
五
井
町
の
称
名
院
に
は
降
ろ
さ
れ
た
一
対
の
鯱
が
あ
り

修
理
に
藤
原
甚
三
郎
と
と
も
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
藤
原
新
右
衛
門
宗
次
の
息
子

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
一
四
歳
、
新
右
衛
門
は
六
一
歳
。

②
　  「
八
年
（
一
六
〇
三
）
利
介
　
十
四
才
」（
東
室
　
丸
瓦
）。

③
　  「
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
西
京
此
瓦
つ
く
り
候
　
慶
長
九
年
三
月
廿
六
日
　
瓦
大
工
　

利
介
（
花
押
）
と
し
十
五
才
」（
西
院
回
廊
　
丸
瓦
）。

④
　  「
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
西
京
瓦
大
工
　
利
介
年
十
六
才
」（
大
湯
屋
　
鬼
瓦
）。

⑤
　  「
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
西
京
大
工
理
介
（
花
押
）
後
肢
村
」（
礼
堂
　
丸
瓦
）。

⑥
　  「
慶
長
一
○
年
（
一
六
〇
五
）
大
工
西
京
瓦
□
之
朝
臣
　
国
重
（
花
押
）　
年
拾
六
歳
　

と
ら
之
ト
シ
□
ト
」。
寅
の
年
生
ま
れ
か
。
年
齢
か
ら
推
定
す
る
と
、
天
正
一
八
年

（
一
五
九
〇
）
庚
寅
の
生
ま
れ
と
な
る
（
達
磨
寺
拝
堂
　
鬼
瓦
　
王
寺
町
教
育
委
員

会
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
二
〇
〇
五
）。

⑦
　  「
慶
長
一
○
年
（
一
六
〇
五
）
当
□
□
寺
之
ち
か
ら
　
た
る
ま
寺
　
国
重
（
花
押
）」。

た
る
ま
寺
は
王
寺
町
の
達
磨
寺
で
あ
る
。

⑧
　  「
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
瓦
大
工
　
藤
原
新
右
衛
門
宗
次
　
藤
原
甚
三
郎
家
次
　

瓦
大
工
　
西
京
吉
重
年
拾
七
歳
（
花
押
）」。
名
工
橘
吉
重
の
名
を
名
乗
る
。
初
代
か
ら

数
え
て
四
代
目
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
吉
重
と
名
乗
る
銘
文
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
実

際
に
襲
名
し
た
か
否
か
は
疑
問
。
し
か
も
彼
は
藤
原
姓
で
あ
り
、
名
工
吉
重
を
慕
っ
て

の
名
乗
り
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
佐
川
一
九
九
八
）。

⑨
　  「
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
法
隆
寺
金
光
院
之
さ
し
瓦
　
家
□
□
□
□
　
去
年
ハ
達

摩
寺
之
峯
上
も
な
り
申
候
　
瓦
大
工
西
京
吉
重
　
年
拾
七
歳
（
花
押
）（
綱
封
蔵
　
平

瓦
）」。

⑩
　  「
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
西
京
尻
枝
田
村
　
理
右
衛
門
尉
」（
三
二
歳
）（
西
園
院
庫

裏
　
鬼
瓦
）。

そ
の
後
、
法
隆
寺
の
修
理
が
一
段
落
し
た
た
め
か
、
理
右
衛
門
の
名
は
一
旦
消
え
る
。
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（
図
56
）、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
慶
運
寺
南
門
の
鬼
瓦
と
お
な
じ
「
西
京
　
理
右
衛
門
」
の
刻

印
が
あ
る
（
図
57
）。
こ
れ
も
年
号
を
欠
く
が
、
称
名
院
に
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

銘
の
五
井
村
佐
兵
衛
作
と
推
定
さ
れ
る
例
や
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
曽
我
村
佐
兵
衛

作
な
ど
、
江
戸
初
期
の
鬼
瓦
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
創
建
は
そ
の
頃
ま
で
遡
り
、
こ
の
鯱

も
一
七
世
紀
中
頃
の
理
右
衛
門
傘
下
の
瓦
工
の
製
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

理
右
衛
門
は
、
そ
の
晩
年
ま
で
必
ず
「
西
京
」
の
二
字
を
名
前
の
前
に
つ
け
、
軒
平
瓦
の

中
心
に
も
飾
っ
た
。「
西
京
」
は
「
大
坂
」
と
並
ぶ
「
ブ
ラ
ン
ド
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な

お
、「
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
西
京
　
理
右
衛
門
」
銘
の
鬼
瓦
が
残
る
今
井
町
の
旧
常

福
寺
観
音
堂
は
、
指
定
後
の
修
理
の
際
に
新
補
の
瓦
で
葺
き
替
え
ら
れ
て
お
り
、「
西
京
」

唐
草
紋
軒
平
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
３
）
西
京
尻
江
田
村
の
瓦
工

理
右
衛
門
の
出
身
地
は
「
西
京
尻
江
田
（
後
肢
、
尻
枝
、
尻
枝
田
と
も
）」
で
あ
る
。『
奈

良
県
の
地
名
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
名
は
、
西
ノ
京
薬
師
寺
の
南
西
、
奈
良
市
七
条
町
の
旧

称
で
あ
る
七
条
村
の
属
邑
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
平
凡
社
一
九
八
一
）。
西
京
を
本
拠
と

す
る
瓦
工
の
存
在
は
銘
文
か
ら
は
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
の
三
代
目
吉
重
の
時
代
ま
で
遡

り
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
瓦
工
の
本
拠
で
あ
っ
た
。

西
京
尻
江
田
村
出
身
の
瓦
師
は
多
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
和
郡
山
市
内
の
調
査
で
は
、

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
か
ら
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
か
け
て
、
尻
江
田
の
瓦
大
工
、

藤
原
朝
臣
家
次
、
片
岡
五
郎
右
衛
門
と
い
う
瓦
屋
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
に
、
初
代
橘
吉
重
が
工
人
を
率
い
て
作
っ
た
法
隆
寺
の
再
建

南
大
門
の
瓦
は
、
食
堂
の
前
を
掘
っ
た
土
で
作
っ
た
と
銘
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
ら
は
消
費
地
ま
で
出
向
き
、
造
瓦
に
当
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
輸
送
手
段
が
未
発
達

な
時
代
に
お
い
て
、
大
量
の
瓦
が
必
要
な
場
合
、「
出
職
」
と
い
う
消
費
地
近
く
で
の
生
産

図50　 「西京理右衛門」　寛永14年（1637）　橿原
市今井町　旧常福寺観音堂

図51　 「西京理右衛門」　慶安3年（1650）　橿原市
北八木町　恵美須神社社務所

図52　 「西京」銘軒平瓦　橿原市北八木町　恵美須
神社社務所

図53　「西京」銘軒平瓦　桜井市箸中　慶雲寺表門
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（
図
56
）、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
慶
運
寺
南
門
の
鬼
瓦
と
お
な
じ
「
西
京
　
理
右
衛
門
」
の
刻

印
が
あ
る
（
図
57
）。
こ
れ
も
年
号
を
欠
く
が
、
称
名
院
に
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

銘
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五
井
村
佐
兵
衛
作
と
推
定
さ
れ
る
例
や
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
曽
我
村
佐
兵
衛

作
な
ど
、
江
戸
初
期
の
鬼
瓦
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
創
建
は
そ
の
頃
ま
で
遡
り
、
こ
の
鯱

も
一
七
世
紀
中
頃
の
理
右
衛
門
傘
下
の
瓦
工
の
製
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

理
右
衛
門
は
、
そ
の
晩
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「
西
京
」
の
二
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け
、
軒
平
瓦
の

中
心
に
も
飾
っ
た
。「
西
京
」
は
「
大
坂
」
と
並
ぶ
「
ブ
ラ
ン
ド
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な

お
、「
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
西
京
　
理
右
衛
門
」
銘
の
鬼
瓦
が
残
る
今
井
町
の
旧
常

福
寺
観
音
堂
は
、
指
定
後
の
修
理
の
際
に
新
補
の
瓦
で
葺
き
替
え
ら
れ
て
お
り
、「
西
京
」

唐
草
紋
軒
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瓦
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さ
れ
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否
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が
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か
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瓦
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右
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あ
る
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よ
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あ
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ら
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瓦
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瓦
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。
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（
一
六
二
一
）
以
後
、
理
右
衛
門
た
ち
の
消
息
が
法
隆
寺
か
ら
消
え
る
の
は
、
彼
ら
が
ど
こ

か
別
の
場
所
で
瓦
作
り
に
従
事
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
大
和
の
金
は
今
井
に
七
分
」
と

う
た
わ
れ
た
新
興
の
寺
内
町
で
あ
る
今
井
に
、
理
右
衛
門
ら
を
引
き
寄
せ
る
求
心
力
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
「
西
京
」
と
記
し
て
お
り
、
彼
ら
の
活
動
が

今
井
村
に
根
付
い
た
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
盆
地
の
東
南
隅
の

地
域
で
、
近
世
の
瓦
作
り
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
確
実
に
証
明
で
き
る
の
は
、
次
の
一
群
の
鬼

瓦
に
残
る
銘
文
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）
二
人
の
左
兵
衛
　
今
井
町
に
近
い
五
井
村
と
曽
我
村
で
瓦
作
り
が
始
ま
る

理
右
衛
門
と
の
直
接
的
な
関
係
こ
そ
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
刺
激
を
受
け
て
三
山
地
域
に

瓦
生
産
が
定
着
し
た
の
は
、
五
位
村
と
曽
我
村
の
二
人
の
左
兵
衛
に
始
ま
る
。

五
井
村
の
佐
兵
衛
は
、
明
日
香
村
岡
寺
の
丸
瓦
に
「
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）　
藤
原

ノ
井
エ
次
（
家
次
）
作
　
五
位
村
　
左
兵
衛
　
ヲ
ク
ノ
モ
ン
」、
今
井
町
最
大
の
民
家
、
今

西
家
の
鬼
瓦
に
「
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
三
月
吉
日
　
五
井
村
　
佐
兵
へ
」
の
銘
文
を
残

し
て
い
る
（
図
58
）。
一
方
、
曽
我
村
の
佐
兵
衛
は
、
桜
井
市
戒
重
の
西
方
寺
に
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
銘
の
鬼
瓦
を
（
図
59
・
60
）、
今
井
町
豊
田
家
に
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
銘

の
鬼
瓦
を
残
し
た
（
図
20
）。

五
井
村
は
今
井
町
の
す
ぐ
西
に
隣
接
し
、
曽
我
村
は
そ
の
北
西
に
位
置
す
る
。
ま
ず
五
位

村
で
、
次
い
で
曽
我
村
に
瓦
屋
が
登
場
し
た
の
は
、
今
井
町
や
そ
の
周
辺
の
寺
と
民
家
の
需

要
に
応
え
る
た
め
に
便
利
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

曽
我
村
の
佐
兵
衛
に
関
し
て
言
え
ば
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
銘
の
橿
原
市
小
房
町
観

音
寺
の
鬼
瓦
を
作
っ
た
「
曽
我
村
　
か
わ
ら
や
　
佐
兵
衛
」
や
、
当
麻
寺
本
堂
に
、
貞
享
五

年
（
一
六
八
八
）
の
銘
文
を
残
し
た
「
曽
我
邑
　
瓦
屋
　
三
郎
兵
衛
」、
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
銘
の
橿
原
市
土
橋
町
大
日
堂
の
鬼
瓦
の
作
者
「
そ
か
む
ら
　
か
わ
ら
や
　
遍
い
シ

が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら

一
歩
踏
み
込
み
、
彼
ら
が
常
に
消
費
地
に
赴
き
瓦
生
産
を
行
っ
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
確
証
は
な
い
。

晩
年
の
理
右
衛
門
が
今
井
町
近
く
で
窯
を
築
き
、
そ
れ
を
契
機
に
、
三
山
地
域
の
瓦
生
産

が
始
ま
っ
た
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
証
拠
は
残
念
な
が
ら
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
ろ
西
京
の
瓦
工
た
ち
は
瓦
を
作
ら
な
い
と
暮
ら
せ
な
い
。
元
和
七
年

図54　桜井市箸中　慶雲寺表門鬼瓦 図55　同左「西京理右衛門」刻印

図56　橿原市五井町　称名院境内の鯱 図57　同左頬の「西京理右衛門」刻印
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ロ
」
は
そ
の
二
代
目
や
係
累
の
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
図
61
）。
そ
し
て
、
こ
の
「
遍
い

シ
ロ
」
を
最
後
に
曽
我
村
で
の
瓦
生
産
は
一
旦
途
切
れ
る
。

一
方
、
五
位
村
で
の
瓦
生
産
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
ま
で
し
か
た
ど
れ
ず
、
宝
暦
元

年
（
一
七
五
一
）
に
大
西
又
七
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
る
ま
で
長
く
中
断
す
る
。

図58　 「五井村　左兵へ」作　慶安3年（1650）
　　　橿原市今井町　今西家

図59　 「曽我村作人　佐兵衛」　明暦
3年（1657）

図61　 「そかむら　かわらや　遍いシロ」　宝永6年
（1709）　橿原市土橋町　大日堂

図60　同上　桜井市戒重　西方寺

初
期
の
瓦
屋
（
口
絵
　
図
62
）
が
、
短
期
間
で
姿
を
消
し
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

想
像
で
き
る
の
は
、
ま
だ
需
要
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
旦
、
瓦
葺
き
が
可
能
な
寺
や
商
家

に
い
き
わ
た
る
と
、
そ
れ
以
上
の
注
文
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
瓦
屋
独
特
の
宿
命
が
待

ち
受
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
　
瓦
屋
の
縄
張

そ
の
後
、
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
操
業
し
た
瓦
屋
の
存
在
が
、
今
井
町
の
周
辺
や
三
輪
村

な
ど
で
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
当
該
地
域
の
瓦
屋
の
縄
張
や
、
製
品
を
運
ぶ
こ
と
が

で
き
た
範
囲
は
ど
の
く
ら
い
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
近
く
の
村
で
競
合
す
る
瓦
屋
と
の
住
み

分
け
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
こ
こ

で
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
隣
接
す
る
地
域
で
長
期
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
四
軒
の
瓦
屋
を
分
析

す
る
。
対
象
と
し
た
の
は
、
今
回
の
調
査
で
縄
張
の
全
貌
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
、
①
十

市
郡
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
、
②
高
市
郡
五
井
村
の
大
西
又
七
と
、
③
式
上
郡
三
輪
村
の
谷

本
五
郎
右
衛
門
、
④
同
村
の
佐
平
次
で
あ
る
。

（
１
）
新
口
村
の
相
田
伝
兵
衛
と
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
（
口
絵
　
図
65
）

相
田
伝
兵
衛
と
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
は
、
中
街
道
（
下
つ
道
）
沿
い
の
新
口
村
の
瓦
工
の

名
で
あ
る
。
新
口
村
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
伊
勢
津
藩
の
支
藩
久
居
藩
（
藤
堂

家
）
領
で
あ
り
、
す
ぐ
南
の
高
取
藩
領
の
八
木
村
が
中
街
道
（
下
ツ
道
）
と
初
瀬
街
道
（
横

大
路
）
の
交
差
点
に
当
た
る
。
ま
た
今
井
町
（
郡
山
藩
か
ら
延
宝
七
年
・
一
六
七
九
以
降
は

幕
府
領
）
に
も
近
い
と
い
う
好
立
地
に
位
置
す
る
。
こ
の
村
で
は
、
こ
の
三
名
以
前
に
「
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）　
多
村
　
二
ノ
口
　
瓦
や
　
八
衛
門
子
　
権
□
ろ
　
勘
□
郎
」
と
い

う
銘
文
を
残
し
た
瓦
工
の
存
在
が
知
れ
る
の
で
、
新
口
村
で
の
瓦
生
産
は
そ
こ
ま
で
遡
る
。

ま
た
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
「
新
ノ
口
村
　
瓦
屋
　
権
兵
衛
（
花
押
）」
と
い
う
銘
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よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
こ
こ

で
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
隣
接
す
る
地
域
で
長
期
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
四
軒
の
瓦
屋
を
分
析

す
る
。
対
象
と
し
た
の
は
、
今
回
の
調
査
で
縄
張
の
全
貌
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
、
①
十

市
郡
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
、
②
高
市
郡
五
井
村
の
大
西
又
七
と
、
③
式
上
郡
三
輪
村
の
谷

本
五
郎
右
衛
門
、
④
同
村
の
佐
平
次
で
あ
る
。

（
１
）
新
口
村
の
相
田
伝
兵
衛
と
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
（
口
絵
　
図
65
）

相
田
伝
兵
衛
と
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
は
、
中
街
道
（
下
つ
道
）
沿
い
の
新
口
村
の
瓦
工
の

名
で
あ
る
。
新
口
村
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
伊
勢
津
藩
の
支
藩
久
居
藩
（
藤
堂

家
）
領
で
あ
り
、
す
ぐ
南
の
高
取
藩
領
の
八
木
村
が
中
街
道
（
下
ツ
道
）
と
初
瀬
街
道
（
横

大
路
）
の
交
差
点
に
当
た
る
。
ま
た
今
井
町
（
郡
山
藩
か
ら
延
宝
七
年
・
一
六
七
九
以
降
は

幕
府
領
）
に
も
近
い
と
い
う
好
立
地
に
位
置
す
る
。
こ
の
村
で
は
、
こ
の
三
名
以
前
に
「
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）　
多
村
　
二
ノ
口
　
瓦
や
　
八
衛
門
子
　
権
□
ろ
　
勘
□
郎
」
と
い

う
銘
文
を
残
し
た
瓦
工
の
存
在
が
知
れ
る
の
で
、
新
口
村
で
の
瓦
生
産
は
そ
こ
ま
で
遡
る
。

ま
た
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
「
新
ノ
口
村
　
瓦
屋
　
権
兵
衛
（
花
押
）」
と
い
う
銘
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ら
か
に
な
り
（
口
絵
　
図
65
）、
近
世
瓦
屋
の
縄
張
に
関
す
る
重
要
な
知
見
が
得
ら
れ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
書
い
て
お
く
と
、
他
の
瓦
屋
の
場
合
は
ま
だ
そ
の
供
給
圏
の
一
部
し
か

つ
か
め
な
い
例
も
多
い
が
、
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
の
場
合
は
、
そ
の
周
辺
も
か
な
り
広
く

調
査
し
た
の
で
そ
の
輪
郭
は
か
な
り
鮮
明
で
あ
る
。
図
65
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
以
下
の
三

項
目
で
あ
る
。

一
　
相
田
伝
兵
衛
と
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
が
作
っ
た
鬼
瓦
は
、
新
口
村
を
中
心
に
一
七
の
村

の
寺
や
神
社
に
分
布
す
る
。
民
家

で
は
未
発
見
。

二
　
鬼
瓦
の
分
布
圏
は
、
新
口
村

を
中
心
に
北
へ
三
・
一
キ
ロ
、
西

へ
五
・
三
キ
ロ
、
南
へ
六
・
九
キ

ロ
、
東
へ
二
・
一
キ
ロ
の
範
囲
で

あ
る
。
南
が
六
・
九
キ
ロ
と
突
出

す
る
の
は
明
日
香
村
の
古
刹
岡
寺

例
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
三
輪
を

本
拠
と
す
る
谷
本
五
郎
右
衛
門
の

縄
張
と
重
な
る
が
、
こ
れ
を
除
け

ば
南
へ
一
・
九
キ
ロ
で
、
そ
の
実

質
的
な
分
布
圏
は
お
よ
そ
南
北

五
・
二
キ
ロ
、
東
西
七
キ
ロ
と
な

る
。

三
　
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）

の
「
元
禄
郷
帳
」
に
よ
れ
ば
、
岡

寺
を
除
く
こ
の
分
布
圏
内
に
二
三

図63　 相 田 伝 兵 衛 の 銘 文　 元 文5年
（1740）橿原市山之坊町　阿弥陀寺

図64　 槌 屋 伝 兵 衛 の 銘 文　 明 和9年
（1772）橿原市八木町　金台寺

文
を
残
し
た
人
物
も
知
ら
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
瓦
を
生
産
し
た
村
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
物
と
、
そ
の
二
七
年
後
に
登
場
し
た
相
田
伝
兵
衛
以
下

の
瓦
工
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

相
田
伝
兵
衛
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
か
ら
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
ま
で
「
相
田
伝

兵
衛
　
板
」
と
書
く
特
徴
的
な
銘
文
を
残
す
。
銘
文
末
尾
の
「
板
」
は
花
押
の
可
能
性
も
あ

る
が
、「
板
」
と
読
め
る
の
で
、
あ
る
い
は
「
鬼
板
」
の
省
略
か
も
し
れ
な
い
（
図
63
）。
ま

た
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
は
「
新
口
村
　
瓦
師
　
治
兵
衛
　
板
」
と
書
い
た
例
も
あ
ら

わ
れ
る
。
筆
跡
や
末
尾
に
「
板
」
と
書
く
特
徴
が
似
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
同
一
人
物
が

複
数
の
名
前
を
有
し
て
い
た
例
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
い
で
槌
屋
伝
兵
衛
を
名
乗
る
瓦
工
が
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
か
ら
寛
政
七
年
（
一
七

九
五
）
ま
で
活
躍
し
た
（
図
64
、
図
40
‐
13
・
14
）。
伝
兵
衛
と
い
う
名
が
共
通
す
る
も
の

の
、
こ
の
間
に
一
〇
年
の
空
白
が
あ
り
二
人
の
関
係
は
こ
れ
ま
た
分
か
ら
な
い
。
相
田
と
い

う
姓
と
、
槌
屋
と
い
う
屋
号
ら
し
き
名
前
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。
槌
屋
伝
兵
衛
の
活
動

期
間
は
三
七
年
間
と
か
な
り
長
い
。
製
品
で
あ
る
鬼
瓦
の
型
式
変
化
や
、
銘
文
の
詳
細
な
筆

跡
鑑
定
を
経
な
け
れ
ば
断
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
検
討
は
次
回
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
一

応
、
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

そ
の
後
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
伝
兵
衛
の
子
か
弟
子
と
思
わ
れ
る
「
新
口
村
　
瓦

屋
　
槌
屋
伝
八
」
あ
る
い
は
「
新
口
村
　
瓦
工
　
伝
八
」
を
名
乗
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
、
翌

年
ま
で
の
銘
文
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
八
を
最
後
に
新
口
村
で
の
瓦
生
産
は
終

り
を
告
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銘
文
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
新
口
村
を
拠
点
に
瓦
を
生
産
し

た
人
物
は
四
人
ほ
ど
で
、
そ
こ
で
の
瓦
生
産
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
か
ら
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
ま
で
の
八
七
年
間
続
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。

彼
ら
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
銘
文
に
年
齢
や
続
柄
の
記
載
が
な
い
の
で
こ
の
よ

う
に
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
製
品
の
分
布
を
地
図
上
に
落
と
す
と
活
動
範
囲
が
明
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予
期
し
な
い
謎
の
よ
う
な
話
も
あ
っ
た
。
梅
川
が
大
坂
新
町
の
「
槌
屋
」
の
遊
女
だ
っ
た

と
い
う
説
が
地
元
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
松
の
原
作
で
は
越
後
屋
、
歌
舞
伎

で
は
井
筒
屋
と
な
る
が
、
地
元
で
は
槌
屋
だ
と
い
う
。
槌
屋
伝
兵
衛
と
、
大
坂
新
町
の
槌
屋

に
関
係
が
あ
る
の
か
否
か
、
事
件
が
起
き
た
年
が
こ
の
村
に
お
け
る
瓦
作
り
が
始
ま
っ
た
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）
で
あ
る
点
も
気
に
な
る
が
、
謎
を
解
く
手
が
か
り
は
得
ら
れ
ず
、
し

ば
し
歴
史
の
綾
と
し
て
こ
こ
に
書
き
と
ど
め
て
お
く
。

（
２
）
五
井
村
の
大
西
又
七
　
銘
文
が
需
要
の
継
続
と
拡
大
に
役
立
つ
（
口
絵
　
図
67
）

高
市
郡
五
井
村
で
の
瓦
作
り
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の

「
藤
原
ノ
井
エ
次
（
家
次
）
作
　
五
位
村
　
左
兵
衛
」
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、
佐
兵
衛
の
活

動
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
ま

で
続
く
が
そ
こ
で
途
切
れ
、
百
年

ほ
ど
の
空
白
を
お
い
て
、
寛
延
四

年
（
一
七
五
一
）
か
ら
、
大
き
な

角
が
目
立
つ
個
性
的
な
鬼
瓦
を

作
っ
た
「
大
西
又
七
」
が
あ
ら
わ

れ
る
（
図
66
）。
そ
の
後
、
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
の
「
大
西
治

良
四
郎
」（
図
40
‐
16
・
17
）、
寛

政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
二
代
目

と
思
わ
れ
る
「
大
西
又
七
」、
あ

る
い
は
二
代
目
「
大
西
治
郎
四

郎
」、「
伊
三
郎
」「
安
治
郎
」
な

の
村
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
回
の
調
査
で
、
新
口
村
以
外
に
瓦
を
生
産
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
十
市
村
と
葛
本
村
・
上
品
寺
村
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
市
村
で
の

生
産
期
間
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
ま
で
、
葛
本
村
の

場
合
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
ま
で
、
上
品
寺
村
の
場
合

は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
と
、
新
口
村
に
お
け
る
生
産
期
間
と
は
重
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
か
ら
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
ま
で
の
八
七
年
間
、
二

三
の
村
の
寺
社
の
瓦
生
産
は
新
口
村
の
一
軒
の
瓦
屋
が
独
占
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
和
三
山
周
辺
の
二
八
二
村
の
中
で
操
業
し
た
瓦
屋
の
総
数

は
三
五
軒
で
、
そ
の
百
分
比
は
一
二
・
四
％
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
軒
あ
た
り
約
八
村

の
需
要
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
が
、
新
口
村
の
周
辺
で
は
二
三
村
と
、
よ

り
縄
張
が
広
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
一
　
槌
屋
の
謎
　
槌
屋
伝
兵
衛
作
の
岡
寺
の
鬼
瓦
に
つ
い
て
は
昔
簡
単

に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（
岡
寺
一
九
八
六
）。
そ
の
時
、
彼
の
鬼
瓦
は
ま
だ
一
例
し
か
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
年
代
の
わ
か
る
基
準
資
料
と
し
か
評
価
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
調
査

を
経
て
、
よ
う
や
く
そ
の
活
動
期
間
と
縄
張
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
謎

も
多
い
。

新
口
村
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
事
件
に
取
材
し
た
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃

「
冥
途
の
飛
脚
」
の
主
人
公
、
忠
兵
衛
の
生
ま
れ
故
郷
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
飛
脚
間
屋
亀

屋
の
養
子
忠
兵
衛
と
、
遊
女
梅
川
の
供
養
碑
が
あ
る
橿
原
市
新
口
町
の
善
福
寺
を
訪
ね
、
槌

屋
伝
兵
衛
に
つ
い
て
聞
い
た
。
槌
屋
と
い
う
墓
は
な
い
か
。
新
口
で
昔
、
瓦
を
作
っ
て
い
た

家
は
な
い
か
と
尋
ね
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き

た
。
二
百
年
も
前
の
こ
と
は
、
す
で
に
手
が
か
り
さ
え
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

図66　 「作人　五井村　大西又七（花押）」　宝暦9年
（1759）　橿原市醍醐町　養国寺
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予
期
し
な
い
謎
の
よ
う
な
話
も
あ
っ
た
。
梅
川
が
大
坂
新
町
の
「
槌
屋
」
の
遊
女
だ
っ
た

と
い
う
説
が
地
元
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
松
の
原
作
で
は
越
後
屋
、
歌
舞
伎

で
は
井
筒
屋
と
な
る
が
、
地
元
で
は
槌
屋
だ
と
い
う
。
槌
屋
伝
兵
衛
と
、
大
坂
新
町
の
槌
屋

に
関
係
が
あ
る
の
か
否
か
、
事
件
が
起
き
た
年
が
こ
の
村
に
お
け
る
瓦
作
り
が
始
ま
っ
た
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）
で
あ
る
点
も
気
に
な
る
が
、
謎
を
解
く
手
が
か
り
は
得
ら
れ
ず
、
し

ば
し
歴
史
の
綾
と
し
て
こ
こ
に
書
き
と
ど
め
て
お
く
。

（
２
）
五
井
村
の
大
西
又
七
　
銘
文
が
需
要
の
継
続
と
拡
大
に
役
立
つ
（
口
絵
　
図
67
）

高
市
郡
五
井
村
で
の
瓦
作
り
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の

「
藤
原
ノ
井
エ
次
（
家
次
）
作
　
五
位
村
　
左
兵
衛
」
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、
佐
兵
衛
の
活

動
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
ま

で
続
く
が
そ
こ
で
途
切
れ
、
百
年

ほ
ど
の
空
白
を
お
い
て
、
寛
延
四

年
（
一
七
五
一
）
か
ら
、
大
き
な

角
が
目
立
つ
個
性
的
な
鬼
瓦
を

作
っ
た
「
大
西
又
七
」
が
あ
ら
わ

れ
る
（
図
66
）。
そ
の
後
、
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
の
「
大
西
治

良
四
郎
」（
図
40
‐
16
・
17
）、
寛

政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
二
代
目

と
思
わ
れ
る
「
大
西
又
七
」、
あ

る
い
は
二
代
目
「
大
西
治
郎
四

郎
」、「
伊
三
郎
」「
安
治
郎
」
な

の
村
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
回
の
調
査
で
、
新
口
村
以
外
に
瓦
を
生
産
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
十
市
村
と
葛
本
村
・
上
品
寺
村
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
市
村
で
の

生
産
期
間
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
ま
で
、
葛
本
村
の

場
合
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
ま
で
、
上
品
寺
村
の
場
合

は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
と
、
新
口
村
に
お
け
る
生
産
期
間
と
は
重
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
か
ら
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
ま
で
の
八
七
年
間
、
二

三
の
村
の
寺
社
の
瓦
生
産
は
新
口
村
の
一
軒
の
瓦
屋
が
独
占
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
和
三
山
周
辺
の
二
八
二
村
の
中
で
操
業
し
た
瓦
屋
の
総
数

は
三
五
軒
で
、
そ
の
百
分
比
は
一
二
・
四
％
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
軒
あ
た
り
約
八
村

の
需
要
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
が
、
新
口
村
の
周
辺
で
は
二
三
村
と
、
よ

り
縄
張
が
広
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
一
　
槌
屋
の
謎
　
槌
屋
伝
兵
衛
作
の
岡
寺
の
鬼
瓦
に
つ
い
て
は
昔
簡
単

に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（
岡
寺
一
九
八
六
）。
そ
の
時
、
彼
の
鬼
瓦
は
ま
だ
一
例
し
か
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
年
代
の
わ
か
る
基
準
資
料
と
し
か
評
価
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
調
査

を
経
て
、
よ
う
や
く
そ
の
活
動
期
間
と
縄
張
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
謎

も
多
い
。

新
口
村
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
事
件
に
取
材
し
た
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃

「
冥
途
の
飛
脚
」
の
主
人
公
、
忠
兵
衛
の
生
ま
れ
故
郷
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
飛
脚
間
屋
亀

屋
の
養
子
忠
兵
衛
と
、
遊
女
梅
川
の
供
養
碑
が
あ
る
橿
原
市
新
口
町
の
善
福
寺
を
訪
ね
、
槌

屋
伝
兵
衛
に
つ
い
て
聞
い
た
。
槌
屋
と
い
う
墓
は
な
い
か
。
新
口
で
昔
、
瓦
を
作
っ
て
い
た

家
は
な
い
か
と
尋
ね
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き

た
。
二
百
年
も
前
の
こ
と
は
、
す
で
に
手
が
か
り
さ
え
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

図66　 「作人　五井村　大西又七（花押）」　宝暦9年
（1759）　橿原市醍醐町　養国寺
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あ
る
。
三
輪
村
は
大
神
神
社
と
そ
の
神
宮
寺
で
あ
る
大
御
輪
寺
・
平
等
寺
の
門
前
町
と
し
て

栄
え
、
か
つ
上
街
道
の
宿
場
町
・
市
場
町
と
し
て
発
達
し
、
三
輪
素
麺
の
産
地
と
し
て
も
知

ら
れ
た
。
奈
良
盆
地
南
東
部
の
近
代
以
降
の
中
心
は
、
桜
井
村
か
ら
桜
井
町
を
へ
て
発
展
し

た
桜
井
市
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
三
輪
村
の
ほ
う
が
繁
華
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
も
古
い
銘
文
と
し
て
、
大
神
神
社
の
神
宮
寺
で
あ
る
大
御
輪
寺
の
応
永
一
九
年
（
一
四

一
二
）
銘
の
鳥
衾
瓦
二
点
が
明
日
香
村
の
橘
寺
如
意
輪
堂
に
展
示
さ
れ
て
い
る
（
如
意
輪
堂

は
廃
仏
毀
釈
時
に
大
御
輪
寺
の
経
堂
を
移
築
し
た
も
の
と
い
う
）。
銘
文
に
は
「
大
御
輪
寺
　

大
工
　
刑
部
允
　
応
永
十
九
年
　
壬
申
　
五
月
日
　
ク
タ
リ
ノ
フ
ス
マ
」、「
三
輪
寺
　
応
永

十
九
年
　
壬
申
　
大
工
　
刑
部
　
奉
行
　
宣
光
　
五
月
日
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
は
ま
だ
寺
家

の
奉
行
や
大
工
職
を
中
心
と
す
る
造
瓦
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
回
の
調
査
で
、
近
世
の
瓦
作
り
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
の
橿
原
市
法
然
寺
の
「
和

州
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
右
衛
門
」
や
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
桜
井
市
大
願
寺

の
「
和
州
　
城
上
郡
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
右
衛
門
」（
図
39
‐
１
・
３
・
４
・
５
）

と
い
う
銘
文
に
よ
っ
て
、
一
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

し
て
彼
の
名
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
ま
で
の
例
が
残
る
。

そ
の
三
一
年
後
の
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
、
今
度
は
「
三
輪
　
五
郎
右
門
」
と
名
乗

る
瓦
工
が
あ
ら
わ
れ
る
。
銘
文
は
楷
書
で
太
く
丁
寧
に
刻
み
、
達
筆
で
崩
し
字
の
多
い
脇
本

五
郎
右
衛
門
と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
42
）。

そ
の
一
〇
年
後
の
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
「
三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
」
が

登
場
す
る
（
図
39
‐
２
は
宝
暦
三
年
・
一
七
五
三
の
も
の
）。
銘
文
は
楷
書
で
あ
る
が
刻
み

方
が
異
な
り
、
先
の
「
三
輪
　
五
郎
右
門
」
と
は
別
人
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
享
保
一

九
年
（
一
七
三
四
）
の
銘
文
「
三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
」
に
よ
っ
て
「
政
芳
」

と
い
う
諱
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
至
る
ま
で
、「
ミ
ワ
　

ど
が
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま
で
生
産
を
続
け
た
。
今
井
町
に
隣
接
す
る
と
い
う
好
立

地
が
、
継
続
的
な
瓦
の
需
要
を
生
み
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
の
製
品
の
分
布
を
地
図
上
に
落
と
す
と
（
口
絵
　
図
67
）、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深

い
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。

・  

彼
ら
の
細
長
い
九
・
五
キ
ロ
に
延
び
る
縄
張
は
、
同
郡
中
曽
司
村
以
外
は
、
も
っ
と
も

近
接
す
る
槌
屋
伝
兵
衛
の
そ
れ
と
は
重
な
ら
な
い
。

・  

彼
ら
の
残
し
た
製
品
は
二
三
例
と
少
な
い
が
、
そ
の
う
ち
一
〇
例
（
四
三
％
）
が
今
井

町
に
集
中
し
、
う
ち
五
例
（
二
二
％
）
は
民
家
用
で
あ
る
。

・  

約
二
・
五
キ
ロ
離
れ
た
同
郡
醍
醐
村
の
養
国
寺
と
是
信
寺
に
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五

九
）
と
、
明
和
六
・
七
年
（
一
七
六
九
・
七
〇
）
の
二
時
期
に
わ
た
る
大
西
又
七
と
大

西
治
良
四
郎
の
製
品
が
四
例
残
る
。
お
な
じ
く
、
約
五
キ
ロ
離
れ
た
同
郡
川
原
村
の
弘

福
寺
（
川
原
寺
）
や
飛
鳥
村
の
安
居
院
（
飛
鳥
寺
中
金
堂
跡
）、
法
満
寺
（
飛
鳥
寺
旧

境
内
）
に
も
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
か
ら
同
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
か
け
て

と
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
二
時
期
に
わ
た
る
製
品
が
残
る
。

・  

供
給
先
は
高
市
郡
内
に
限
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
他
の
瓦
屋
の
縄
張
は
で
き
る
だ
け
荒
ら
さ
ず
、
そ
の
間
隙
を
縫
う

よ
う
に
販
路
を
広
げ
た
努
力
が
み
え
て
く
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
寺
を
顧
客
と
し
、
経
営

の
安
定
を
目
指
す
と
い
う
戦
略
も
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
新
築
や
修
理
な
ど
新
た
な
需
要
が

生
じ
た
時
に
は
、
鬼
瓦
に
刻
ん
だ
「
五
位
村
　
瓦
屋
　
大
西
又
七
」
と
い
う
銘
文
が
役
に
立

ち
、
そ
し
て
、
又
七
の
経
営
を
継
承
し
た
の
が
大
西
治
良
四
郎
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な

る
の
で
あ
る
。

（
３
）
三
輪
村
の
脇
本
五
郎
右
衛
門
と
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
口
絵
　
図
68
）

今
井
町
周
辺
に
続
い
て
瓦
生
産
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
三
輪
山
の
麓
の
式
上
郡
三
輪
村
で
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（
４
）
三
輪
村
の
佐
平
次

谷
本
五
郎
右
衛
門
と
お
な
じ
地

域
で
活
躍
し
た
瓦
屋
に
、
桜
井
市

安
倍
文
殊
院
の
手
水
舎
の
「
享
保

十
八
歳
（
一
七
三
三
）　
癸
丑
　

十
二
月
　
吉
日
　
三
輪
　
瓦
屋
　

佐
平
次
作
」
な
ど
の
銘
文
を
も
つ

多
数
の
鬼
瓦
を
残
し
た
佐
平
次
が

い
る
（
口
絵
　
図
70
　
図
69
）。

そ
の
活
動
時
期
も
ほ
ぼ
重
な
り
、

瓦
屋
が
互
い
の
縄
張
を
意
識
し
、

住
み
分
け
て
い
た
時
代
に
あ
っ

て
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次

の
縄
張
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
る
。

で
は
、
こ
の
二
人
は
い
か
に
し
て

共
存
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
輪
の
瓦
屋
佐
平
次
の
名
が
登

場
す
る
の
は
、
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
に
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
瓦

を
田
原
本
村
の
瓦
屋
善
四
郎
と
分

担
し
た
時
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
ま

で
、
最
大
二
七
年
や
二
五
年
の
空

白
期
を
置
き
な
が
ら
も
銘
文
を
残

瓦
屋
　
五
郎
衛
門
」「
ミ
ワ
瓦
五
作
」「
三
瓦
五
」
と
、
し
だ
い
に
銘
文
を
簡
略
化
し
な
が
ら

生
産
を
続
け
た
。
さ
ら
に
、
大
正
一
五
年
七
月
（
一
九
二
六
）
の
奈
良
県
下
の
瓦
営
業
者
の

名
簿
に
よ
れ
ば
、「
磯
城
郡
　
三
輪
町
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
」
が
「
中
和
瓦
製
造
組
合
」
の

代
表
者
と
し
て
、
こ
の
頃
ま
で
近
隣
の
瓦
業
界
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
井
上
一

九
二
七
、
表
１
）。
な
お
、
三
輪
町
上
市
の
初
瀬
川
右
岸
近
く
に
今
も
谷
本
家
が
あ
り
、
昭

和
一
〇
年
代
ま
で
瓦
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
三
輪
に
お
け
る
近
世
の
瓦
生
産
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
か
ら
昭
和

一
〇
年
（
一
九
三
五
）
ま
で
と
し
て
二
七
〇
年
ば
か
り
続
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
最

大
で
三
一
年
間
、
ま
た
二
八
年
間
や
一
二
年
、
一
〇
年
な
ど
銘
文
が
欠
け
る
時
期
を
は
さ
む

も
の
の
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
」
以
降
は
、
二

一
三
年
間
に
わ
た
り
、
連
綿
と
そ
の
家
業
を
守
り
通
し
た
。
こ
の
間
、
少
な
く
と
も
七
代
ほ

ど
か
と
推
定
で
き
る
。
大
和
三
山
周
辺
で
は
、
お
な
じ
三
輪
村
の
「
瓦
屋
　
佐
平
次
」
や
、

柏
原
村
の
「
谷
久
兵
衛
・
庄
右
衛
門
」
が
何
代
も
続
い
た
が
、
三
輪
の
谷
本
家
ほ
ど
長
く
続

い
た
瓦
屋
は
な
い
。

脇
本
五
郎
左
衛
門
と
谷
本
五
郎
右
衛
門
の
銘
文
を
も
つ
三
六
例
の
鬼
瓦
の
分
布
か
ら
、
以

下
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
（
口
絵
　
図
68
）。

①
　  

そ
の
分
布
圏
は
、
三
輪
を
中
心
に
北
は
天
理
市
兵
庫
町
の
神
護
寺
ま
で
の
五
・
四
キ

ロ
、
西
は
橿
原
市
南
浦
町
の
法
然
寺
ま
で
の
四
・
六
キ
ロ
、
南
は
多
武
峰
子
院
ま
で

の
六
・
八
キ
ロ
、
岡
寺
ま
で
の
六
・
一
キ
ロ
、
音
羽
山
観
音
寺
ま
で
の
五
・
九
キ

ロ
、
東
は
長
谷
寺
ま
で
の
五
・
七
キ
ロ
と
な
る
。
そ
の
全
体
を
み
る
と
、
南
北
約
一

三
・
二
キ
ロ
、
東
西
約
九
・
七
キ
ロ
と
他
の
瓦
屋
と
く
ら
べ
か
な
り
広
い
。

②
　  

た
だ
仔
細
に
み
る
と
、
分
布
圏
の
端
は
古
刹
が
多
く
、
分
布
の
集
中
範
囲
は
三
輪
・

桜
井
村
か
ら
街
道
沿
い
に
長
谷
寺
ま
で
で
あ
る
。

③
　  

五
軒
の
民
家
を
除
い
た
三
一
例
は
す
べ
て
寺
院
で
あ
る
。

図69　安倍文殊院手水舎の鬼瓦（南）　「三輪瓦屋　佐平次作」　享保18年（1733）
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（
４
）
三
輪
村
の
佐
平
次

谷
本
五
郎
右
衛
門
と
お
な
じ
地

域
で
活
躍
し
た
瓦
屋
に
、
桜
井
市

安
倍
文
殊
院
の
手
水
舎
の
「
享
保

十
八
歳
（
一
七
三
三
）　
癸
丑
　

十
二
月
　
吉
日
　
三
輪
　
瓦
屋
　

佐
平
次
作
」
な
ど
の
銘
文
を
も
つ

多
数
の
鬼
瓦
を
残
し
た
佐
平
次
が

い
る
（
口
絵
　
図
70
　
図
69
）。

そ
の
活
動
時
期
も
ほ
ぼ
重
な
り
、

瓦
屋
が
互
い
の
縄
張
を
意
識
し
、

住
み
分
け
て
い
た
時
代
に
あ
っ

て
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次

の
縄
張
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
る
。

で
は
、
こ
の
二
人
は
い
か
に
し
て

共
存
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
輪
の
瓦
屋
佐
平
次
の
名
が
登

場
す
る
の
は
、
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
に
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
瓦

を
田
原
本
村
の
瓦
屋
善
四
郎
と
分

担
し
た
時
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
ま

で
、
最
大
二
七
年
や
二
五
年
の
空

白
期
を
置
き
な
が
ら
も
銘
文
を
残

瓦
屋
　
五
郎
衛
門
」「
ミ
ワ
瓦
五
作
」「
三
瓦
五
」
と
、
し
だ
い
に
銘
文
を
簡
略
化
し
な
が
ら

生
産
を
続
け
た
。
さ
ら
に
、
大
正
一
五
年
七
月
（
一
九
二
六
）
の
奈
良
県
下
の
瓦
営
業
者
の

名
簿
に
よ
れ
ば
、「
磯
城
郡
　
三
輪
町
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
」
が
「
中
和
瓦
製
造
組
合
」
の

代
表
者
と
し
て
、
こ
の
頃
ま
で
近
隣
の
瓦
業
界
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
井
上
一

九
二
七
、
表
１
）。
な
お
、
三
輪
町
上
市
の
初
瀬
川
右
岸
近
く
に
今
も
谷
本
家
が
あ
り
、
昭

和
一
〇
年
代
ま
で
瓦
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
三
輪
に
お
け
る
近
世
の
瓦
生
産
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
か
ら
昭
和

一
〇
年
（
一
九
三
五
）
ま
で
と
し
て
二
七
〇
年
ば
か
り
続
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
最

大
で
三
一
年
間
、
ま
た
二
八
年
間
や
一
二
年
、
一
〇
年
な
ど
銘
文
が
欠
け
る
時
期
を
は
さ
む

も
の
の
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
」
以
降
は
、
二

一
三
年
間
に
わ
た
り
、
連
綿
と
そ
の
家
業
を
守
り
通
し
た
。
こ
の
間
、
少
な
く
と
も
七
代
ほ

ど
か
と
推
定
で
き
る
。
大
和
三
山
周
辺
で
は
、
お
な
じ
三
輪
村
の
「
瓦
屋
　
佐
平
次
」
や
、

柏
原
村
の
「
谷
久
兵
衛
・
庄
右
衛
門
」
が
何
代
も
続
い
た
が
、
三
輪
の
谷
本
家
ほ
ど
長
く
続

い
た
瓦
屋
は
な
い
。

脇
本
五
郎
左
衛
門
と
谷
本
五
郎
右
衛
門
の
銘
文
を
も
つ
三
六
例
の
鬼
瓦
の
分
布
か
ら
、
以

下
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
（
口
絵
　
図
68
）。

①
　  

そ
の
分
布
圏
は
、
三
輪
を
中
心
に
北
は
天
理
市
兵
庫
町
の
神
護
寺
ま
で
の
五
・
四
キ

ロ
、
西
は
橿
原
市
南
浦
町
の
法
然
寺
ま
で
の
四
・
六
キ
ロ
、
南
は
多
武
峰
子
院
ま
で

の
六
・
八
キ
ロ
、
岡
寺
ま
で
の
六
・
一
キ
ロ
、
音
羽
山
観
音
寺
ま
で
の
五
・
九
キ

ロ
、
東
は
長
谷
寺
ま
で
の
五
・
七
キ
ロ
と
な
る
。
そ
の
全
体
を
み
る
と
、
南
北
約
一

三
・
二
キ
ロ
、
東
西
約
九
・
七
キ
ロ
と
他
の
瓦
屋
と
く
ら
べ
か
な
り
広
い
。

②
　  

た
だ
仔
細
に
み
る
と
、
分
布
圏
の
端
は
古
刹
が
多
く
、
分
布
の
集
中
範
囲
は
三
輪
・

桜
井
村
か
ら
街
道
沿
い
に
長
谷
寺
ま
で
で
あ
る
。

③
　  

五
軒
の
民
家
を
除
い
た
三
一
例
は
す
べ
て
寺
院
で
あ
る
。

図69　安倍文殊院手水舎の鬼瓦（南）　「三輪瓦屋　佐平次作」　享保18年（1733）
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な
お
天
理
市
檜
垣
町
の
石
野
瓦
工
業
の
瓦
歴
史
資
料
館
に
は
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）

に
三
輪
の
佐
平
治
が
当
社
を
創
業
し
た
と
い
う
解
説
が
あ
り
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）

銘
を
も
つ
初
瀬
の
妙
光
寺
表
門
の
鬼
瓦
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
会
社
案
内
に
よ
れ

ば
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
先
々
代
の
石
野
久
三
郎
が
瓦
葺
き
工
事
を
初
め
た
と
あ

る
の
で
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
の
最
も
新
し
い
鬼
瓦
銘
か
ら
数
え
て
四
六
年
間
の
空

白
時
期
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

佐
平
次
の
製
品
三
五
例
の
分
布
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
（
口
絵
　
図
70
）。

①
三
輪
新
町
を
中
心
と
し
た
そ
の
分
布
圏
は
、
北
は
桜
井
市
辻
の
釈
尊
寺
ま
で
二
・
五
キ

ロ
、
西
は
同
吉
備
の
Ｕ
家
ま
で
の
二
・
八
キ
ロ
、
南
は
同
音
羽
山
の
観
音
寺
ま
で
の
六
・
〇

キ
ロ
、
東
は
長
谷
寺
ま
で
の
五
・
六
キ
ロ
で
あ
る
。
そ
の
範
囲
は
、
南
北
約
八
・
五
キ
ロ
、

東
西
約
七
・
八
キ
ロ
と
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
の
そ
れ
よ
り
は
や
や
狭
い
が
、
他
の
瓦
屋
よ
り

は
か
な
り
広
い
。

②
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
の
初
瀬
村
万
福
寺
と
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
桜
井
村

妙
要
寺
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
辻
村
釈
尊
寺
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
三
輪
村

心
念
寺
の
瓦
を
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
と
も
に
製
作
し
て
い
る
。

③
三
五
例
の
う
ち
、
民
家
用
の
製
品
が
一
六
例
（
四
六
％
）
を
占
め
る
。

（
５
）
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次
の
住
み
分
け

三
輪
村
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次
の
製
品
の
分
布
圏
は
、
前
者
の
そ
れ
が
や
や
広
い

も
の
の
重
な
る
部
分
が
き
わ
め
て
多
く
、
近
世
瓦
屋
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
し
て
は
き
わ
め
て
異

例
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
は
如
何
に
し
て
共
存
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

仮
説
の
ひ
と
つ
は
、
佐
平
次
の
身
分
が
谷
本
五
郎
右
衛
門
に
く
ら
べ
低
く
、
あ
る
い
は
主

従
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
以
下
の
三

点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
お
り
、
一
八
七
年
間
続
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
少
な
く
と
も
六

人
ほ
ど
の
佐
平
次
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
佐
平
次
は
時
に
「
佐
平
治
」
と
書
く
こ
と
が
あ

り
、
特
に
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
は
「
佐
平
治
」
が
多
い
が
、
同
一
の
瓦
屋
で
あ
っ

た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。

ま
た
佐
平
次
は
、「
三
輪
新
町
　
瓦
屋
　
佐
平
次
」
と
記
し
た
り
、
三
輪
だ
け
や
、
あ
る

い
は
上
市
と
住
所
を
書
き
分
け
た
の
で
、
別
の
瓦
工
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
生
じ
る
。

し
か
し
、『
奈
良
県
の
地
名
』
所
収
の
「
惣
郷
中
踊
並
母
衣
渡
り
村
々
次
第
之
覚
」
に
よ
る

と
、
大
神
神
社
の
宮
郷
に
「
高
宮
・
馬
場
・
茅
原
・
箸
中
・
岩
田
・
金
屋
・
薬
師
堂
・
上

市
・
下
市
・
新
町
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
「
文
禄
検
地
」
時
に
は
、
上
市
は
下

市
・
薬
師
堂
と
と
も
に
三
輪
村
内
の
集
落
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
（
平
凡
社
一

九
八
一
）。
さ
ら
に
『
大
和
国
条
里
復
原
図
』
に
よ
れ
ば
、「
新
町
」
は
「
上
市
」
の
北
東
の

小
字
名
で
あ
り
、
上
街
道
に
面
す
る
「
中
町
」
と
、
そ
の
東
の
「
東
町
」
の
さ
ら
に
東
に
ひ

ら
け
た
、
文
字
通
り
の
新
し
い
町
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学

研
究
所
一
九
八
〇
）。

佐
平
次
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
鬼
瓦
に
「
三
輪
新
町
　
瓦
屋
　

佐
平
次
」
と
「
新
町
」
を
つ
け
加
え
た
の
は
、
十
四
年
ほ
ど
早
く
創
業
し
た
三
輪
村
上
市
の

瓦
屋
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
の
区
別
を
明
記
し
た
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、「
上
市
　

佐
平
次
」
の
銘
文
が
残
る
の
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
と
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の

二
回
だ
け
で
、
あ
と
は
す
べ
て
「
三
輪
（
ミ
ワ
）　
佐
平
次
」
で
あ
り
（
図
39
‐
10
）、
元
文

二
年
（
一
七
三
七
）
以
降
、
上
市
へ
移
転
し
た
か
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
上
市
を
本
拠

と
し
た
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
仕
事
を
分
担
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
念
の
た
め
に

記
し
て
お
く
と
、
田
原
本
町
に
も
三
輪
と
い
う
地
名
が
あ
り
、「
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

田
原
本
　
ミ
ワ
　
瓦
屋
　
佐
吉
」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
鬼
瓦
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
別
の

瓦
屋
の
製
品
で
あ
る
。
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一
　
新
口
村
と
五
位
村
、
柏
原
村
、
三
輪
村
の
製
品
の
分
布
図
は
重
な
ら
な
い
部
分
が
多

い
。二

　
こ
れ
に
対
し
て
、
三
輪
村
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
同
村
の
佐
平
次
の
製
品
の
分
布
圏

は
、
前
者
の
そ
れ
が
や
や
広
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
中
心
に
重
な
る
部
分
が

多
い
。

三
　
新
口
村
と
三
輪
村
の
製
品
の
分
布
圏
の
中
間
に
は
空
白
地
帯
が
あ
る
。

以
上
三
点
に
つ
い
て
、
二
三
の
解
釈
を
示
す
。

一
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
、
互
い
の
縄
張
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
住
み
分
け
て
い
る
可

能
性
が
高
い
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
和
三
山
周
辺
で
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
多

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
に
関
し
て
は
、
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
三
に
関
し
て
は
、
こ
の
空
白
部
分
に
は
、
や
や
遅
れ
て
大
福
村
横
内
と
戒
重
村
の
瓦

屋
が
成
立
し
、
そ
の
需
要
を
掘
り
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
そ

の
横
内
と
戒
重
村
の
瓦
屋
の
残
し
た
鬼
瓦
の
銘
文
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

（
７
）
横
内
の
瓦
屋
（
図
72
）

『
大
和
誌
』
大
福
村
（
旗
本
領
・
津
藩
・
久
居
藩
領
）
の
項
に
「
横
落
　
大
福
新
堂
二
村

出
戸
」
と
あ
り
、『
奈
良
県
の
地
名
』
は
、
横
落
は
伊
勢
街
道
（
横
大
路
）
沿
い
に
発
達
し

た
街
村
と
位
置
づ
け
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
横
大
路
」
が
「
横
落
」
と
な
り
、

さ
ら
に
「
横
内
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

横
内
の
瓦
屋
が
作
っ
た
鬼
瓦
や
留
蓋
の
銘
文
は
一
六
例
あ
る
。

「
横
内
　
瓦
や
　
ひ
こ
江
も
ん
」
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
後
、
二
五
年
の
空
白
が
あ
り
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
の
「
和
州
　
十
市
郡
　
横
内

村
　
瓦
屋
　
彦
四
郎
」
か
ら
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
ま
で
の
七
年
間
、
彦
四
郎
の
時
代

①
　
佐
平
次
の
銘
文
が
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
に
く
ら
べ
簡
略
で
あ
る
こ
と
。
姓
を
記
し
た
例

は
一
例
も
な
い
。

②
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次
が
同
一
の
堂
宇
の
鬼
瓦
や
鯱
な
ど
を
分
担
製
作
し
た
例
が

四
例
あ
る
こ
と
。

③
　
佐
平
次
の
後
半
の
製
品
が
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）
の
家
紋
鬼
瓦
を
初
例
と
し
て
、

二
七
例
中
の
一
九
例
（
七
〇
％
）
が
民
家
用
で
あ
る
こ
と
。

も
う
一
つ
の
仮
説
は
、
競
合
し
つ
つ
も
、
寺
社
と
民
家
用
な
ど
に
適
宜
住
み
分
け
、
時
に

は
協
力
し
つ
つ
共
存
を
図
っ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。佐

平
次
が
時
に
「
三
輪
新
町
　
瓦
屋
　
佐
平
次
」
と
か
「
上
市
　
佐
平
次
」
と
名
乗
る
例

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
推
測
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
文
政
一
一
年
（
一

八
二
八
）
の
桜
井
村
来
迎
寺
の
庫
裏
の
鬼
瓦
銘
文
に
「
三
輪
　
瓦
作
　
佐
平
治
　
細
工
人
　

弘
山
万
吉
」
と
あ
り
、
彼
が
細
工
人
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
加
え
て
お
こ
う
。

ど
ち
ら
が
実
態
に
近
い
の
か
、
そ
の
差
は
微
妙
で
あ
り
今
後
の
検
討
が
必
要
で
は
あ
る

が
、
よ
り
柔
軟
な
経
営
戦
略
で
あ
る
後
者
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
今
回
は
指
摘
し
、
さ
ら

な
る
資
料
の
増
加
を
ま
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

（
６
）
瓦
屋
の
住
み
分
け
―
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

以
上
、
大
和
三
山
の
周
辺
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
た
複
数
の
瓦
屋
の
住
み
分
け
や
如

何
と
い
う
課
題
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
四
軒
の
瓦
屋
を
と
り
あ
げ
分
析
し
た
。

ほ
ぼ
同
時
期
に
操
業
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
村
は
以
下
の
四
村
で
あ
り
、
新
口
村
の

槌
屋
伝
兵
衛
と
、
五
位
村
の
大
西
又
七
、
後
述
す
る
柏
原
村
の
谷
久
兵
衛
、
三
輪
村
の
谷
本

五
郎
右
衛
門
と
同
村
の
佐
平
次
が
そ
の
代
表
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
製
品
の
分
布
図
を
重
ね

る
と
、
以
下
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
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一
　
新
口
村
と
五
位
村
、
柏
原
村
、
三
輪
村
の
製
品
の
分
布
図
は
重
な
ら
な
い
部
分
が
多

い
。二

　
こ
れ
に
対
し
て
、
三
輪
村
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
同
村
の
佐
平
次
の
製
品
の
分
布
圏

は
、
前
者
の
そ
れ
が
や
や
広
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
中
心
に
重
な
る
部
分
が

多
い
。

三
　
新
口
村
と
三
輪
村
の
製
品
の
分
布
圏
の
中
間
に
は
空
白
地
帯
が
あ
る
。

以
上
三
点
に
つ
い
て
、
二
三
の
解
釈
を
示
す
。

一
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
、
互
い
の
縄
張
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
住
み
分
け
て
い
る
可

能
性
が
高
い
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
和
三
山
周
辺
で
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
多

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
に
関
し
て
は
、
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
三
に
関
し
て
は
、
こ
の
空
白
部
分
に
は
、
や
や
遅
れ
て
大
福
村
横
内
と
戒
重
村
の
瓦

屋
が
成
立
し
、
そ
の
需
要
を
掘
り
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
そ

の
横
内
と
戒
重
村
の
瓦
屋
の
残
し
た
鬼
瓦
の
銘
文
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

（
７
）
横
内
の
瓦
屋
（
図
72
）

『
大
和
誌
』
大
福
村
（
旗
本
領
・
津
藩
・
久
居
藩
領
）
の
項
に
「
横
落
　
大
福
新
堂
二
村

出
戸
」
と
あ
り
、『
奈
良
県
の
地
名
』
は
、
横
落
は
伊
勢
街
道
（
横
大
路
）
沿
い
に
発
達
し

た
街
村
と
位
置
づ
け
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
横
大
路
」
が
「
横
落
」
と
な
り
、

さ
ら
に
「
横
内
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

横
内
の
瓦
屋
が
作
っ
た
鬼
瓦
や
留
蓋
の
銘
文
は
一
六
例
あ
る
。

「
横
内
　
瓦
や
　
ひ
こ
江
も
ん
」
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
後
、
二
五
年
の
空
白
が
あ
り
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
の
「
和
州
　
十
市
郡
　
横
内

村
　
瓦
屋
　
彦
四
郎
」
か
ら
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
ま
で
の
七
年
間
、
彦
四
郎
の
時
代

①
　
佐
平
次
の
銘
文
が
、
谷
本
五
郎
右
衛
門
に
く
ら
べ
簡
略
で
あ
る
こ
と
。
姓
を
記
し
た
例

は
一
例
も
な
い
。

②
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
と
佐
平
次
が
同
一
の
堂
宇
の
鬼
瓦
や
鯱
な
ど
を
分
担
製
作
し
た
例
が

四
例
あ
る
こ
と
。

③
　
佐
平
次
の
後
半
の
製
品
が
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）
の
家
紋
鬼
瓦
を
初
例
と
し
て
、

二
七
例
中
の
一
九
例
（
七
〇
％
）
が
民
家
用
で
あ
る
こ
と
。

も
う
一
つ
の
仮
説
は
、
競
合
し
つ
つ
も
、
寺
社
と
民
家
用
な
ど
に
適
宜
住
み
分
け
、
時
に

は
協
力
し
つ
つ
共
存
を
図
っ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。佐

平
次
が
時
に
「
三
輪
新
町
　
瓦
屋
　
佐
平
次
」
と
か
「
上
市
　
佐
平
次
」
と
名
乗
る
例

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
推
測
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
文
政
一
一
年
（
一

八
二
八
）
の
桜
井
村
来
迎
寺
の
庫
裏
の
鬼
瓦
銘
文
に
「
三
輪
　
瓦
作
　
佐
平
治
　
細
工
人
　

弘
山
万
吉
」
と
あ
り
、
彼
が
細
工
人
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
加
え
て
お
こ
う
。

ど
ち
ら
が
実
態
に
近
い
の
か
、
そ
の
差
は
微
妙
で
あ
り
今
後
の
検
討
が
必
要
で
は
あ
る

が
、
よ
り
柔
軟
な
経
営
戦
略
で
あ
る
後
者
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
今
回
は
指
摘
し
、
さ
ら

な
る
資
料
の
増
加
を
ま
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

（
６
）
瓦
屋
の
住
み
分
け
―
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

以
上
、
大
和
三
山
の
周
辺
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
た
複
数
の
瓦
屋
の
住
み
分
け
や
如

何
と
い
う
課
題
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
四
軒
の
瓦
屋
を
と
り
あ
げ
分
析
し
た
。

ほ
ぼ
同
時
期
に
操
業
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
村
は
以
下
の
四
村
で
あ
り
、
新
口
村
の

槌
屋
伝
兵
衛
と
、
五
位
村
の
大
西
又
七
、
後
述
す
る
柏
原
村
の
谷
久
兵
衛
、
三
輪
村
の
谷
本

五
郎
右
衛
門
と
同
村
の
佐
平
次
が
そ
の
代
表
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
製
品
の
分
布
図
を
重
ね

る
と
、
以
下
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
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横
大
路
の
北
、
Ｊ
Ｒ
桜
井
線
の
南
に
通
称
横
内
神
社
が
あ
り
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七

二
）
銘
の
鳥
居
に
「
森
本
茂
男
・
森
本
伊
兵
衛
」
の
二
人
が
名
を
連
ね
る
。
横
内
瓦
屋
の
最

後
の
当
主
は
森
本
茂
男
だ
と
い
う
。
現
在
の
森
本
伊
兵
衛
家
は
分
家
で
、
昭
和
二
年
（
一
九

二
七
）
生
ま
れ
の
伊
兵
衛
さ
ん
の
先
代
の
亀
の
助
の
時
代
に
瓦
作
り
を
や
め
た
。
大
正
一
五

年
（
一
九
二
六
）
の
「
奈
良
県
瓦
営
業
者
」
名
簿
（
表
1
）
に
は
す
で
に
森
本
瓦
屋
の
名
は

見
え
な
い
の
で
、
本
家
・
分
家
と
も
に
そ
れ
以
前
に
廃
業
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
製
品
の
分
布
を
み
る
と
、
北
は
ほ
ぼ
伊
勢
街
道
に
沿
い
、
西
は
三
・
七
キ
ロ
、
南
西

は
三
・
八
キ
ロ
、
南
東
は
五
・
四
キ
ロ
、
東
は
六
・
七
キ
ロ
の
横
長
の
半
円
形
を
描
く
（
図

72
）。
二
三
の
遠
い
例
を
除
外
す
る
と
、
製
品
の
集
中
範
囲
は
、
横
大
路
の
南
に
沿
っ
た
、

東
西
三
・
七
キ
ロ
、
南
北
二
キ
ロ
内
に
ほ
ぼ
納
ま
る
。
横
大
路
の
北
に
広
が
ら
な
い
理
由
は

不
明
で
あ
る
。

（
８
）
戒
重
村
の
外
嶋
藤
蔵
と
弥
七
郎
（
図
73
）

戒
重
村
（
桜
井
市
戒
重
）
は
、
織
田
信
長
の
弟
の
一
人
で
あ
る
長
益
（
有
楽
斎
）
の
四
男

長
政
が
、
有
楽
斎
の
隠
居
後
、
一
万
石
を
分
け
与
え
ら
れ
て
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
陣

屋
を
築
き
、
藩
庁
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
藩
庁
は
岩
田

村
（
の
ち
の
芝
村
、
現
桜
井
市
芝
）
に
移
っ
た
が
、
廃
藩
置
県
ま
で
芝
村
藩
領
で
あ
り
、
伊

勢
街
道
と
上
街
道
の
交
点
と
し
て
賑
わ
っ
た
。

戒
重
村
の
瓦
屋
の
位
置
は
特
定
で
き
な
い
が
、
外
嶋
藤
蔵
（
図
39
‐
８
）
と
弥
七
郎
の
名

が
一
七
例
の
鬼
瓦
に
残
る
。
外
嶋
藤
蔵
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八

四
六
）
ま
で
の
五
八
年
間
、
弥
七
郎
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
天
保
一
四
年
（
一
八

四
三
）
ま
で
の
五
三
年
間
の
銘
文
が
残
る
の
で
、
と
も
に
少
な
く
と
も
二
代
は
続
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

外
嶋
藤
蔵
は
、「
瓦
細
工
　
戒
重
村
　
外
嶋
藤
蔵
　
冨
定
」
と
姓
と
諱
を
有
し
て
い
た
こ

が
続
く
。
さ
ら
に
今
度
は
四
八
年

間
の
空
白
が
あ
っ
て
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
か
ら
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
ま
で
の
五
三
年
間
、

伊
兵
衛
の
名
が
み
え
る
（
図
71
）。

お
そ
ら
く
二
代
は
続
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
寛
政
七
年
（
一
七
九

五
）
に
は
初
め
て
「
森
本
伊
兵

衛
」
と
い
う
姓
が
み
え
、
ま
た
文

化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
、

「
細
工
所
　
横
内
村
　
伊
兵
衛
」

と
細
工
所
を
名
乗
る
例
が
あ
ら
わ

れ
る
。
こ
の
あ
と
、
年
号
不
明
で

あ
る
が
、「
細
工
所
　
横
瓦
伊
」「
森
伊
作
」「
横
伊
」
と
い
う
銘
文
や
、「
細
工
所
　
横
瓦

伊
」
と
い
う
刻
印
が
残
る
。

天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
に
は
、「
細
工
所
　
横
内
　
森
本
勝
吉
作
」
銘
が
あ
ら
わ
れ

（
図
38
）、
も
っ
と
も
新
し
い
紀
年
銘
を
も
つ
例
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
「
横
内
村
　

森
本
作
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
横
内
の
瓦
屋
は
一
三
八
年
間
存
続
し
た
こ
と
に
な
る

が
、
年
号
の
な
い
箆
書
き
や
刻
印
が
か
な
り
あ
り
、
そ
の
鬼
瓦
の
様
式
な
ど
か
ら
、
明
治
時

代
以
降
も
生
産
を
続
け
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

横
大
路
の
南
に
ひ
と
き
わ
大
き
な
屋
敷
が
現
存
し
、
こ
こ
が
横
内
の
瓦
屋
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
主
屋
は
煙
出
し
を
有
す
る
大
規
模

な
建
物
で
、
ま
わ
り
を
多
数
の
建
物
が
取
り
囲
む
。
そ
の
東
に
分
家
の
瓦
屋
で
あ
っ
た
森
本

伊
兵
衛
宅
が
あ
り
、
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。 図71　 「細工所　横内村　伊兵衛」　文化10年（1813）

桜井市西之宮　阿弥寺
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あ
っ
て
、
作
者
名
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
ま
わ
り
を
歩
い
た
が
、
字
が
細
く
て
読
め
な
い

（
図
39
‐
７
　
図
74
）。
市
内
で
元
禄
の
鬼
瓦
は
少
な
い
の
で
、
翌
年
の
五
月
に
再
訪
し
た
。

す
る
と
奥
の
民
家
の
取
り
壊
し
工
事
が
始
ま
る
模
様
で
あ
る
。
聞
く
と
、「
管
理
者
が
亡
く

な
り
無
住
と
な
る
の
で
、
仏
像
は
近
く
の
寺
に
預
け
、
建
物
は
壊
す
」
と
い
う
。

鬼
瓦
は
ど
う
す
る
の
か
と
問
う
と
「
捨
て
る
」
と
い
う
。
市
内
で
は
数
少
な
い
元
禄
を
は

じ
め
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
や
（
図
39
‐
６
）、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
鬼
瓦
が

あ
り
（
図
39
‐
８
　
図
75
）、
文
化
財
だ
か
ら
捨
て
な
い
で
と
頼
み
込
む
と
、
取
っ
て
お
く

の
で
二
三
日
の
う
ち
に
取
り
に
来
て
ほ
し
い
。
な
ん
な
ら
「
文
久
四
（
一
八
六
四
）　
甲
子

年
　
三
月
建
之
」
銘
の
石
製
香
台
や
、
石
灯
籠
（
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
銘
）
も
と
い
う

話
に
な
っ
た
。
大
き
な
香
台
や
石
灯
籠
は
さ
す
が
に
プ
リ
ウ
ス
で
は
運
べ
な
い
の
で
丁
重
に

お
断
り
し
た
が
、
こ
れ
も
な
ん
と
か
レ
ス
キ
ュ
ー
で
き
な
か
っ
た
か
と
反
省
し
て
い
る
。

薬
師
庵
に
は
、
①
「
Ｒ
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）　
十
月
吉
日
　
Ｌ
安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二

ろ
作
」（
図
39
‐
７
）、
②
「
Ｒ
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）」（
図
39
‐
６
）、
③
「
Ｌ
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
辰
十
月
日
　
Ｒ
細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
」（
図
39
‐
８
）
の
銘
文
を
も
つ

三
例
と
、
無
銘
の
二
例
が
あ
っ
た
。
②
は
セ
ッ
ト
と
な
る
鬼
瓦
に
作
者
名
が
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
な
お
『
桜
井
市
史
』
に
は
、
①
と
セ
ッ
ト
と
な
る
「
元
禄
十
三
三
年
（
一
七
〇
三
）
十

月
吉
日
　
安
倍
村
　
瓦
子
作
」
銘
の
鬼
瓦
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
。

戒
重
村
の
瓦
屋
、
外
嶋
藤
蔵
の
鬼
瓦
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
文
政
五
年
（
一

八
二
二
）
の
三
四
年
間
に
作
ら
れ
た
八
例
が
あ
っ
て
、
そ
の
経
歴
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
元
禄
年
間
の
安
倍
村
に
、
庄
二
郎
と
い
う
瓦
屋
が
い
た
と
い
う
事
実
は
、
こ

の
鬼
瓦
と
、
田
原
本
町
大
木
の
善
照
寺
に
残
る
「
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）　
藤
原
正
重
　

和
州
　
安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二
郎
作
」
銘
の
鬼
瓦
だ
け
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
。
庄
二
郎

は
、
藤
原
正
重
を
名
乗
る
瓦
屋
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
安
倍
文
殊
院
の
瓦
生
産
に

携
わ
る
瓦
屋
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

と
が
わ
か
る
。
一
方
の
弥
七
郎
は
姓
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
二
人
の

名
前
を
刻
ん
だ
鬼
瓦
が
、
戒
重
の
西
方
寺
に
二
例
あ
る
。
製
品
は
三
例
が
民
家
用
、
そ
の
他

の
一
四
例
が
寺
院
用
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
、
三
輪
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
と
佐
平

次
の
関
係
と
共
通
点
が
多
い
。
な
お
、
橿
原
市
東
池
尻
の
本
福
寺
本
堂
の
大
棟
東
鬼
瓦
に

「
文
政
五
午
年
　
細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
　
細
工
　
横
内
　
瓦
屋
　
伊
兵
衛
」
の
銘

文
が
あ
る
の
で
、
本
福
寺
本
堂
の
瓦
作
り
は
藤
蔵
と
横
内
村
の
瓦
屋
伊
兵
衛
が
分
担
し
た
可

能
性
が
高
い
。
横
内
と
戒
重
村
の
瓦
屋
の
推
定
位
置
は
、
最
大
で
も
一
キ
ロ
未
満
と
近
接
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
分
担
は
、
縄
張
が
近
接
す
る
瓦
屋
が
共
存
す
る
た
め
に
時
と
し
て
試
み

ら
れ
た
知
恵
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
製
品
の
分
布
圏
を
み
る
と
、
北
へ
一
・
七
キ
ロ
、
西
へ
四
・
九
キ
ロ
、
南
へ
五
・
四

キ
ロ
、
東
へ
六
・
六
キ
ロ
と
な
り
、
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
の
廃
業
後
に
、
そ
れ
ま

で
瓦
葺
き
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
常
盤
や
法
花
寺
、
西
之
宮
、
戒
重
、
新
屋
敷
、
東
池
尻
、

池
之
内
、
浅
古
な
ど
の
村
に
販
路
を
広
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
73
）。
一
方
、
東
の
三
輪

の
谷
本
五
郎
右
衛
門
や
佐
平
次
の
縄
張
に
は
あ
ま
り
食
い
込
め
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
二
　
薬
師
庵
の
鬼
瓦
レ
ス
キ
ュ
ー
事
件

桜
井
市
桜
井
に
薬
師
町
と
い
う
町
名
が
あ
る
。
そ
の
名
は
、
市
内
を
東
西
に
走
る
国
道
一

六
五
号
線
と
、
多
武
峰
に
向
か
う
県
道
桜
井
吉
野
線
が
ぶ
つ
か
る
Ｔ
字
路
西
北
角
に
あ
っ
た

薬
師
庵
に
因
む
。「
あ
っ
た
」
と
過
去
形
で
書
い
た
の
は
、
薬
師
庵
が
平
成
二
六
年
（
二
〇

一
四
）
の
五
月
二
二
日
に
取
り
壊
さ
れ
（
図
76
）、
そ
の
歴
史
を
閉
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
薬

師
庵
の
前
身
は
桜
井
村
（
津
藩
領
）
の
会
所
寺
の
薬
師
寺
で
、
明
治
維
新
後
こ
の
地
に
移
転

し
た
の
だ
と
い
う
（
桜
井
市
一
九
七
九
）。

こ
こ
を
最
初
に
訪
れ
た
の
は
取
り
壊
さ
れ
る
前
年
で
あ
る
。
元
禄
と
読
め
そ
う
な
鬼
瓦
が
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あ
っ
て
、
作
者
名
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
ま
わ
り
を
歩
い
た
が
、
字
が
細
く
て
読
め
な
い

（
図
39
‐
７
　
図
74
）。
市
内
で
元
禄
の
鬼
瓦
は
少
な
い
の
で
、
翌
年
の
五
月
に
再
訪
し
た
。

す
る
と
奥
の
民
家
の
取
り
壊
し
工
事
が
始
ま
る
模
様
で
あ
る
。
聞
く
と
、「
管
理
者
が
亡
く

な
り
無
住
と
な
る
の
で
、
仏
像
は
近
く
の
寺
に
預
け
、
建
物
は
壊
す
」
と
い
う
。

鬼
瓦
は
ど
う
す
る
の
か
と
問
う
と
「
捨
て
る
」
と
い
う
。
市
内
で
は
数
少
な
い
元
禄
を
は

じ
め
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
や
（
図
39
‐
６
）、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
鬼
瓦
が

あ
り
（
図
39
‐
８
　
図
75
）、
文
化
財
だ
か
ら
捨
て
な
い
で
と
頼
み
込
む
と
、
取
っ
て
お
く

の
で
二
三
日
の
う
ち
に
取
り
に
来
て
ほ
し
い
。
な
ん
な
ら
「
文
久
四
（
一
八
六
四
）　
甲
子

年
　
三
月
建
之
」
銘
の
石
製
香
台
や
、
石
灯
籠
（
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
銘
）
も
と
い
う

話
に
な
っ
た
。
大
き
な
香
台
や
石
灯
籠
は
さ
す
が
に
プ
リ
ウ
ス
で
は
運
べ
な
い
の
で
丁
重
に

お
断
り
し
た
が
、
こ
れ
も
な
ん
と
か
レ
ス
キ
ュ
ー
で
き
な
か
っ
た
か
と
反
省
し
て
い
る
。

薬
師
庵
に
は
、
①
「
Ｒ
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）　
十
月
吉
日
　
Ｌ
安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二

ろ
作
」（
図
39
‐
７
）、
②
「
Ｒ
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）」（
図
39
‐
６
）、
③
「
Ｌ
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
辰
十
月
日
　
Ｒ
細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
」（
図
39
‐
８
）
の
銘
文
を
も
つ

三
例
と
、
無
銘
の
二
例
が
あ
っ
た
。
②
は
セ
ッ
ト
と
な
る
鬼
瓦
に
作
者
名
が
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
な
お
『
桜
井
市
史
』
に
は
、
①
と
セ
ッ
ト
と
な
る
「
元
禄
十
三
三
年
（
一
七
〇
三
）
十

月
吉
日
　
安
倍
村
　
瓦
子
作
」
銘
の
鬼
瓦
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
。

戒
重
村
の
瓦
屋
、
外
嶋
藤
蔵
の
鬼
瓦
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
文
政
五
年
（
一

八
二
二
）
の
三
四
年
間
に
作
ら
れ
た
八
例
が
あ
っ
て
、
そ
の
経
歴
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
元
禄
年
間
の
安
倍
村
に
、
庄
二
郎
と
い
う
瓦
屋
が
い
た
と
い
う
事
実
は
、
こ

の
鬼
瓦
と
、
田
原
本
町
大
木
の
善
照
寺
に
残
る
「
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）　
藤
原
正
重
　

和
州
　
安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二
郎
作
」
銘
の
鬼
瓦
だ
け
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
。
庄
二
郎

は
、
藤
原
正
重
を
名
乗
る
瓦
屋
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
安
倍
文
殊
院
の
瓦
生
産
に

携
わ
る
瓦
屋
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

と
が
わ
か
る
。
一
方
の
弥
七
郎
は
姓
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
二
人
の

名
前
を
刻
ん
だ
鬼
瓦
が
、
戒
重
の
西
方
寺
に
二
例
あ
る
。
製
品
は
三
例
が
民
家
用
、
そ
の
他

の
一
四
例
が
寺
院
用
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
、
三
輪
の
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
と
佐
平

次
の
関
係
と
共
通
点
が
多
い
。
な
お
、
橿
原
市
東
池
尻
の
本
福
寺
本
堂
の
大
棟
東
鬼
瓦
に

「
文
政
五
午
年
　
細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
　
細
工
　
横
内
　
瓦
屋
　
伊
兵
衛
」
の
銘

文
が
あ
る
の
で
、
本
福
寺
本
堂
の
瓦
作
り
は
藤
蔵
と
横
内
村
の
瓦
屋
伊
兵
衛
が
分
担
し
た
可

能
性
が
高
い
。
横
内
と
戒
重
村
の
瓦
屋
の
推
定
位
置
は
、
最
大
で
も
一
キ
ロ
未
満
と
近
接
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
分
担
は
、
縄
張
が
近
接
す
る
瓦
屋
が
共
存
す
る
た
め
に
時
と
し
て
試
み

ら
れ
た
知
恵
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
製
品
の
分
布
圏
を
み
る
と
、
北
へ
一
・
七
キ
ロ
、
西
へ
四
・
九
キ
ロ
、
南
へ
五
・
四

キ
ロ
、
東
へ
六
・
六
キ
ロ
と
な
り
、
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
・
伝
八
の
廃
業
後
に
、
そ
れ
ま

で
瓦
葺
き
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
常
盤
や
法
花
寺
、
西
之
宮
、
戒
重
、
新
屋
敷
、
東
池
尻
、

池
之
内
、
浅
古
な
ど
の
村
に
販
路
を
広
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
73
）。
一
方
、
東
の
三
輪

の
谷
本
五
郎
右
衛
門
や
佐
平
次
の
縄
張
に
は
あ
ま
り
食
い
込
め
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
二
　
薬
師
庵
の
鬼
瓦
レ
ス
キ
ュ
ー
事
件

桜
井
市
桜
井
に
薬
師
町
と
い
う
町
名
が
あ
る
。
そ
の
名
は
、
市
内
を
東
西
に
走
る
国
道
一

六
五
号
線
と
、
多
武
峰
に
向
か
う
県
道
桜
井
吉
野
線
が
ぶ
つ
か
る
Ｔ
字
路
西
北
角
に
あ
っ
た

薬
師
庵
に
因
む
。「
あ
っ
た
」
と
過
去
形
で
書
い
た
の
は
、
薬
師
庵
が
平
成
二
六
年
（
二
〇

一
四
）
の
五
月
二
二
日
に
取
り
壊
さ
れ
（
図
76
）、
そ
の
歴
史
を
閉
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
薬

師
庵
の
前
身
は
桜
井
村
（
津
藩
領
）
の
会
所
寺
の
薬
師
寺
で
、
明
治
維
新
後
こ
の
地
に
移
転

し
た
の
だ
と
い
う
（
桜
井
市
一
九
七
九
）。

こ
こ
を
最
初
に
訪
れ
た
の
は
取
り
壊
さ
れ
る
前
年
で
あ
る
。
元
禄
と
読
め
そ
う
な
鬼
瓦
が



 ― 132 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

興
味
深
い
の
は
、
阿
形
で
額
に
三
日
月
を
つ
け
る
①
と
（
図
74
）、
額
に
日
像
（
上
半
欠

損
）
を
飾
る
吽
形
の
③
に
は
（
図
75
）、
九
三
年
と
い
う
年
代
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

髪
形
や
髭
な
ど
の
表
現
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
蔵
は
橿
原
市
法
花
寺
町
の
法
善

寺
に
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
銘
の
鬼
瓦
（
図
77
）
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
比
較
す
る

と
髪
形
そ
の
他
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

レ
ス
キ
ュ
ー
し
た
①
と
③
を
並
べ
て
観
察
す
る
と
、
③
（
図
75
）
は
、
①
（
図
74
）
を
模

倣
し
、
セ
ッ
ト
で
飾
る
こ
と
を
意
図
し
て
吽
形
に
し
て
、
日
像
を
飾
り
、
目
鼻
の
形
、
口
角

の
段
状
の
皺
や
、
髪
筋
な
ど
の
細
部
の
表
現
も
揃
え
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
が
見
え
て
く

る
。
と
く
に
小
さ
な
房
を
一
部
二
段
に
し
て
一
二
個
並
べ
る
顎
鬚
は
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
異

な
る
の
は
、
左
右
の
珠
紋
帯
が
上
ま
で
延
び
な
い
こ
と
と
、
髪
筋
を
表
す
刻
み
（
鬼
師
の
用

語
で
シ
ビ
と
い
う
）
の
太
さ
と
、
胎
土
・
焼
成
に
少
し
差
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

外
嶋
藤
蔵
作
の
鬼
瓦
③
は
、
世
に
い
う
擬
古
作
誕
生
の
経
緯
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る

貴
重
な
例
で
あ
る
。
擬
古
作
と
断
定
で
き
る
の
は
両
者
に
紀
年
銘
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
見
破
る
考
古
学
者
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
危
な
い
。
危
な
い
。

さ
て
、
鬼
瓦
は
こ
う
し
て
な
ん
と
か
残
す
こ
と
が
で
き
、
本
稿
が
活
字
化
さ
れ
た
あ
と

は
、
桜
井
市
教
育
委
員
会
で
保
存
方
法
を
工
夫
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

村
人
達
が
息
災
を
祈
っ
た
薬
師
寺
と
そ
の
法
灯
を
継
い
だ
薬
師
庵
が
こ
こ
に
存
在
し
た
と
い

う
事
実
は
、
桜
井
市
民
の
記
憶
か
ら
、
遠
か
ら
ず
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
や
が
て
薬
師
町
と
い
う
町
名
の
い
わ
れ
も
わ
か
ら
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
を
通
じ
て
、
大
和
三
山
周
辺
の
小
規
模
な
寺
々
が
そ
の
存
亡
の
危
機
に
直
面

し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
無
住
と
な
り
、
地
元
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
、
蔦
や
木
々
に
覆

わ
れ
朽
ち
か
け
て
い
る
寺
を
い
く
つ
も
目
撃
し
た
。
無
住
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
何
度

訪
ね
て
も
留
守
の
寺
も
多
い
。
建
物
の
写
真
を
撮
り
、
な
ん
と
か
鬼
瓦
の
銘
文
だ
け
で
も
と

記
録
し
て
き
た
が
、
第
二
、
第
三
の
薬
師
庵
は
こ
れ
か
ら
も
っ
と
増
え
る
に
ち
が
い
な
い
。

図74　 「安倍村　瓦屋　庄二ろ作」　元禄16年（1703）
桜井市薬師町　薬師庵　①

図75　 「細工　戒重村瓦屋　藤蔵」　寛政8年（1796）
桜井市薬師町　薬師庵　③

図76　薬師庵解体　2014年5月22日 図77　 「瓦工　戒重　外嶋藤蔵」　天明8年（1788）橿
原市法花寺町　法善寺

 ― 133 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

に
な
り
、
作
人
な
ど
銘
文
の
書
き
方
に
も
変
化
が
あ
る
。
谷
久
兵
衛
と
谷
井
久
兵
衛
が
ま
っ

た
く
の
無
関
係
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
の
系
譜
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
一

九
年
後
の
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
谷
井
久
兵
衛
の
名
が
み
え
（
図
78
）、
六
九
年
後
の

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
は
谷
久
兵
衛
の
名
が
再
び
登
場
す
る
。
こ
の
辺
り
の
細
か
い
系

譜
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

谷
井
庄
右
衛
門
も
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
「
作
人
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
屋
　
庄

右
エ
門
」
と
書
き
方
が
変
わ
り
、
さ
ら
に
「
柏
原
　
谷
井
庄
ヨ
エ
門
」「
谷
庄
」
と
称
し
、

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
は
「
和
州
　
柏
原
頓
　
御
用
瓦
作
　
谷
正
」
を
名
乗
る
の
で
、

高
取
藩
の
御
用
瓦
師
を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
は
「
藤
原
氏
　
瓦
工
　
甚
五
郎
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
だ

け
で
は
ど
こ
の
瓦
屋
か
わ
か
ら
な
い
が
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
「
柏
甚
」、
同
一

三
年
（
一
八
三
〇
）
の
「
柏
瓦

甚
」
と
い
う
銘
文
に
よ
っ
て
、
甚

五
郎
も
柏
原
村
の
瓦
工
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
天
保
一
〇
年

（
一
八
三
九
）
に
は
「
柏
原
邑
　

瓦
屋
　
甚
右
エ
門
　
常
瓦
新
」

と
、
甚
右
エ
門
と
い
う
瓦
屋
の
存

在
も
わ
か
る
が
、
甚
五
郎
と
の
関

係
は
不
明
で
あ
る
。

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の

「
柏
原
邑
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
　
伊

州
　
名
張
　
瓦
師
　
伊
兵
衛
」
と

い
う
銘
文
に
よ
っ
て
、
半
兵
衛
と

四
　
瓦
師
・
細
工
人
列
伝

三
山
地
域
に
は
、
約
五
〇
の
村
に
、
一
〇
〇
人
近
い
瓦
師
・
瓦
工
・
細
工
人
が
働
い
て
い

た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
銘
文
に
よ
っ
て
比
較
的
そ
の
経

歴
が
た
ど
り
や
す
い
人
物
を
取
り
上
げ
、
近
世
の
瓦
生
産
の
多
様
な
あ
り
方
を
探
る
こ
と
に

し
た
い
。

１  

　
柏
原
村
の
瓦
屋
―
谷
久
兵
衛
・
谷
（
谷
井
）
庄
右
衛
門
・
甚
五
郎
・
甚
右
衛
門
・
半

兵
衛
・
甚
九
良
（
口
絵
　
図
80
）

御
所
市
柏
原
を
拠
点
に
し
た
瓦
屋
は
、
銘
文
や
刻
印
に
よ
っ
て
八
人
ほ
ど
確
認
で
き
る
。

御
所
市
西
半
の
調
査
が
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
分
布
や
系
譜
に
不
明
瞭
な
点
も
多
い

が
、
長
期
に
わ
た
り
広
く
操
業
を
続
け
た
重
要
な
産
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
出
発
点
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
「
和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
　
瓦
や
　
谷

久
兵
衛
」
に
遡
る
。
そ
の
後
、
久
兵
衛
は
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
ま
で
、「
和
州
　
葛

上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
久
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
文
を
一
四
例
の
鬼
瓦
に
二
四
年
間
に

わ
た
り
書
き
続
け
た
。

そ
の
六
年
後
に
あ
た
る
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
、
久
兵
衛
と
お
な
じ
よ
う
に
「
和

州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
庄
右
衛
門
作
」
と
て
い
ね
い
に
銘
文
を
記
す
瓦

師
が
登
場
す
る
。
銘
文
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
久
兵
衛
の
後
継
者
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
は
、
谷
井
庄
右
衛
門
と
姓
が
変
わ
る
。
し

か
し
、
銘
文
の
記
述
順
は
変
わ
ら
ず
、
か
つ
筆
跡
も
お
な
じ
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
何
ら
か

の
理
由
に
よ
っ
て
二
字
姓
に
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
一
三
年
後
の
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
、
今
度
は
「
作
人
　
柏
原
村
　
谷
井

久
兵
衛
」
と
書
く
瓦
工
が
登
場
す
る
。
久
兵
衛
と
い
う
名
は
お
な
じ
で
あ
る
が
、
姓
が
谷
井

図78　 「 葛 上 郡　 柏 原 村　 谷 井 久 兵 衛 」　 安 永5年
（1776）　橿原市御坊町　信光寺
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郎
」
と
あ
り
（
図
79
）、「
四
代
瓦
や
」
が
四
代
目
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
玉
手
村
で
の
瓦

生
産
は
か
な
り
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。

彼
ら
の
製
品
の
分
布
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
北
は
桜
井
市
大
泉
の
大
泉
寺
ま
で
約
一
一
キ

ロ
、
西
は
御
所
市
の
真
竜
寺
ま
で
の
二
・
五
キ
ロ
、
南
は
正
福
寺
ま
で
の
三
・
二
キ
ロ
、
東

は
壺
坂
寺
ま
で
五
・
二
キ
ロ
、
多
武
峰
妙
楽
寺
ま
で
の
九
・
四
キ
ロ
で
あ
る
（
口
絵
　
図

80
）。
西
が
短
い
の
は
調
査
が
不
完
全
だ
か
ら
で
あ
り
、
南
北
一
四
キ
ロ
、
東
西
約
一
二
キ

ロ
と
な
る
。

三
九
例
の
う
ち
大
半
は
寺
院
用
で
、
民
家
用
は
二
例
と
少
な
い
。
そ
の
う
ち
、
橿
原
市
大

垣
町
Ｙ
家
の
角
樽
と
酒
甕
を
あ
ら
わ
し
た
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
一
対
の
鬼
瓦
は
、

か
つ
て
大
和
高
田
市
有
井
に
所
在
し
た
造
り
酒
屋
の
蔵
を
移
築
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

２
　
雲
梯
村
の
小
兵
衛

雲
梯
村
の
小
兵
衛
と
そ
の
後
継

者
の
系
譜
は
、
史
料
や
銘
文
に
よ

り
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
か

ら
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
ま

で
の
一
四
六
年
間
、
五
〜
七
代
に

わ
た
っ
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
井
町
に
も
近
く
三
例
が
確

認
で
き
る
が
、
そ
の
縄
張
の
中
心

は
橿
原
市
南
西
部
か
ら
高
取
町
、

西
は
大
和
高
田
市
か
ら
葛
城
市
に

広
が
り
、
南
は
約
七
・
四
キ
ロ
の

高
取
町
清
水
谷
の
冷
水
寺
、
東
は

い
う
瓦
屋
の
存
在
も
わ
か
る
（
図
44
）。
伊
賀
国
名
張
の
渡
り
職
人
で
あ
る
伊
兵
衛
が
、
半

兵
衛
の
も
と
で
鬼
瓦
を
作
っ
た
際
の
銘
文
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
半
兵
衛
は
明
治
二
二
年
（
一

八
八
九
）
の
「
細
工
人
　
今
井
　
中
西
甚
五
郎
　
柏
堀
半
」、
あ
る
い
は
明
治
二
七
年
（
一

八
九
四
）
の
「
柏
堀
半
兵
衛
」
に
よ
っ
て
、
堀
半
兵
衛
と
名
乗
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か

る
。「
柏
半
」「
柏
堀
」「
柏
瓦
半
」
と
い
う
刻
印
を
押
し
た
平
瓦
も
、
今
井
町
や
明
日
香

村
・
高
取
町
・
御
所
市
に
か
け
て
広
く
分
布
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
「
柏
熊
」「
柏
要
」

の
刻
印
を
押
し
た
瓦
も
明
日
香
村
や
橿
原
市
・
葛
城
市
に
分
布
し
、
柏
原
で
の
瓦
生
産
は
明

治
以
降
も
続
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
『
日
本
瓦
業
総
覧
』
の
「
奈
良
県
瓦
営
業
者
」
一
覧
に

は
、
南
葛
城
郡
掖
上
村
柏
原
の
藤
井
治
郎
作
・
藤
井
虎
義
・
谷
井
庄
兵
衛
・
堀
川
清
七
・
櫻

井
嘉
平
治
・
堀
越
半
重
郎
・
堀
越
兼
太
郎
・
小
島
安
太
郎
の
名
が
み
え
る
（
表
１
）。
こ
の

う
ち
、
谷
井
庄
兵
衛
は
谷
井
庄
右
衛
門
の
、
堀
越
半
重
郎
と
兼
太
郎
は
「
堀
半
兵
衛
」
の
後

継
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

御
所
市
柏
原
の
水
平
社
博
物
館
に
は
、「
柏
原
瓦
工
組
合
工
場
　
柏
原
共
同
作
業
場
」
の

建
物
の
前
で
撮
っ
た
瓦
工
達
三
八
名
の
記
念
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
土

佐
　
瓦
音
」
と
染
め
抜
い
た
法
被
を
着
た
人
物
が
い
る
の
で
高
取
町
土
佐
に
「
瓦
音
」
と
い

う
瓦
屋
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
撮
影
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
横
断
幕
に
「
君
民
一
如
搾

取
ナ
キ
新
日
本
建
設
」
と
あ
る
の
で
、
昭
和
一
〇
年
代
に
は
組
合
を
結
成
し
、
共
同
作
業
で

瓦
を
生
産
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

柏
原
村
の
瓦
屋
は
こ
の
組
合
を
含
め
か
な
り
の
数
に
上
る
。
そ
の
相
互
の
関
係
は
、
調
査

が
不
完
全
な
の
で
掴
み
が
た
い
が
、
良
質
の
粘
土
に
恵
ま
れ
た
瓦
産
地
と
し
て
二
〇
〇
年
以

上
に
わ
た
り
生
産
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
西
に
隣
接
す
る
玉
手
村

や
南
の
原
谷
村
に
も
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
銘
文
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
と
く
に
、
玉
手
村

の
助
十
郎
が
作
っ
た
鬼
瓦
に
は
、「
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）　
玉
手
村
　
四
代
瓦
や
　
助
十

図79　 「玉手村　四代瓦や　助十郎作之」　元禄4年
（1691）　御所市大橋通　正栄寺
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線
を
入
れ
る
特
徴
が
気
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
銘
文
に
は
柏
原
村
に
隣
接
す
る
「
原
谷
村
住

人
　
藤
田
佐
助
作
」
と
あ
る
だ
け
で
年
月
日
が
な
い
。
そ
の
後
、
御
所
市
だ
け
で
な
く
、
橿

原
市
や
大
和
高
田
市
・
葛
城
市
内
で
も
佐
介
作
の
鬼
瓦
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
、
や
は
り
紀

年
銘
が
な
い
。

佐
介
が
生
き
た
年
代
の
一
端
を
な
ん
と
か
掴
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
果
た
せ
な
か
っ
た

三
月
一
二
日
、
や
っ
と
年
号
が
書
い
て
あ
る
桔
梗
紋
鬼
瓦
を
御
所
市
内
の
正
栄
寺
本
堂
で
見

つ
け
た
（
図
83
）。
だ
が
、
北
向
き
の
鬼
瓦
で
日
陰
に
な
る
た
め
か
、
び
っ
し
り
と
地
衣
類

が
は
び
こ
り
肝
心
の
年
号
が
埋
も
れ
て
い
る
。
梯
子
を
か
け
れ
ば
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
光
線
の
よ
い
日
時
を
選
ん
で
何
回
か
通
い
、
つ
い
に
四
月
九

日
に
「
Ｒ
正
徳
貮
歳
（
一
七
一
二
）　
壬
辰
　
三
月
吉
日
　
Ｌ
高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
藤

田
佐
介
作
」
と
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

五
月
に
な
っ
て
、
橿
原
市
一
町
の
浄
国
寺
本
堂
で
「
Ｒ
高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
　

佐
介
　
Ｌ
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
月
日
」
と
い
う
鬼
瓦
の
銘
文
を
、
今
度
は
あ
っ
さ
り
読

む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
佐
介
に
最
初
に
出
会
っ
た
楽
音
寺
の
「
Ｒ
宝
永
弐
歳
（
一
七
〇

五
）　
乙
酉
　
六
月
日
　
丸
山
瓦
屋
　
権
兵
衛
　
Ｌ
和
州
　
鳥
屋
村
之
住
人
　
作
者
□
（
以

下
欠
）」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
鬼
瓦
が
、
筆
跡
や
Ｓ
字
状
沈
線
の
特
徴
な
ど
か
ら
や
は
り
藤

田
佐
介
の
製
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
彼
の
活
動
年
代
の
一
端
が
、
一
七
〇
五
年
か
ら
一

七
一
二
年
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
も
つ
か
め
た
。
な
お
、「
丸
山
村
」
も
当
初
は
「
凡
山
」

と
し
か
読
め
ず
、
ど
こ
に
あ
る
村
か
苦
労
し
た
の
で
あ
る
が
、『
奈
良
県
の
地
名
』
の
柏
原

村
の
項
に
「
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
改
検
地
帳
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
天
川
村
弁
財

天
社
文
書
な
ど
に
は
丸
山
村
・
出
屋
敷
村
の
属
邑
名
が
み
え
る
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
が

ほ
ぼ
判
明
し
た
の
も
小
さ
な
成
果
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
に
紀
年
銘
の
な
い
製
品
が
七
点
あ
り
、
ま
た
大
和
高
田
市
勝
目
の
品
正
寺
の
宝

珠
を
飾
る
鬼
瓦
（
図
85
）
や
、
先
に
ふ
れ
た
Ｓ
字
状
沈
線
、
さ
ら
に
後
述
す
る
鼻
や
牙
の
特

三
キ
ロ
の
橿
原
市
飛
騨
の
善
行
寺
、
北
は
大
和
高
田
市
土
庫
の
金
光
寺
、
西
は
約
四
・
八
キ

ロ
離
れ
た
葛
城
市
南
道
穂
の
重
要
文
化
財
村
井
家
住
宅
ま
で
の
南
北
に
長
い
楕
円
形
を
描
く

（
口
絵
　
図
81
）。

雲
梯
村
小
兵
衛
の
名
は
村
井
家
に
伝
わ
る
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
の
普
請
文
書
に
ま

ず
み
え
、
こ
の
時
、
何
回
か
に
わ
た
っ
て
瓦
を
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
（
奈
良
県
二
〇
一

八
）。
そ
の
後
、
鬼
瓦
や
獅
子
口
に
「
和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
邑
住
　
藤
原
棟
次
　
瓦
子
　

小
兵
衛
」「
和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
邑
住
　
藤
原
氏
　
瓦
子
　
小
兵
衛
宗
次
作
」「
雲
梯
村
　

石
村
　
小
兵
衛
作
」「
雲
梯
村
住
人
　
棟
次
氏
　
小
兵
衛
」「
高
市
郡
雲
梯
村
住
人
　
橘
氏
　

小
兵
衛
（
花
押
）」「
雲
梯
邑
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
小
兵
衛
」「
雲
梯
村
　
瓦
師
　
松
原
氏
　

小
兵
衛
」「
雲
梯
村
　
瓦
屋
　
善
六
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、

藤
原
氏
棟
次
や
橘
氏
・
石
村
・
松
原
氏
な
ど
の
姓
を
複
数
名
乗
っ
て
い
る
の
も
特
異
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
調
査
中
に
は
同
一
系
譜
の
瓦
屋
な
の
か
迷
う
時
も
あ
っ
た
。

銘
文
が
長
期
間
途
絶
え
る
時
期
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
初
代
小
兵
衛
、
二
代
藤
原
棟
次

小
兵
衛
、
三
代
石
村
小
兵
衛
、
四
代
小
兵
衛
、
五
代
松
原
氏
小
兵
衛
、
六
代
善
六
と
い
っ
た

系
譜
が
一
応
考
え
ら
れ
、
雲
梯
村
小
兵
衛
を
複
数
の
家
出
身
の
瓦
工
が
継
承
し
た
と
い
う
可

能
性
が
高
い
。
な
お
、
こ
の
地
域
で
は
珍
し
い
刻
印
「
宝
永
八
庚
寅
年
（
一
七
一
一
）　
二

月
吉
日
」「
雲
梯
村
　
小
兵
衛
作
」（
橿
原
市
一
町
　
浄
念
寺
）
を
残
し
て
い
る
点
も
特
筆
で

き
る
（
図
47
）。

３
　
藤
田
佐
介
伝
（
図
86
）

藤
田
佐
介
（
佐
助
と
も
）
の
銘
文
を
見
つ
け
た
の
は
、
重
要
な
瓦
産
地
で
あ
る
こ
と
が
す

で
に
判
明
し
て
い
た
御
所
市
柏
原
に
、
二
〇
一
七
年
の
一
月
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

集
落
内
の
楽
音
寺
本
堂
の
背
面
に
、
江
戸
時
代
の
初
め
に
多
い
桃
の
実
と
葉
を
あ
し
ら
っ
た

鬼
瓦
を
見
つ
け
た
（
図
82
）。
仕
上
げ
の
よ
さ
と
、
外
区
と
の
境
に
シ
ャ
ー
プ
な
Ｓ
字
状
沈
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線
を
入
れ
る
特
徴
が
気
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
銘
文
に
は
柏
原
村
に
隣
接
す
る
「
原
谷
村
住

人
　
藤
田
佐
助
作
」
と
あ
る
だ
け
で
年
月
日
が
な
い
。
そ
の
後
、
御
所
市
だ
け
で
な
く
、
橿

原
市
や
大
和
高
田
市
・
葛
城
市
内
で
も
佐
介
作
の
鬼
瓦
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
、
や
は
り
紀

年
銘
が
な
い
。

佐
介
が
生
き
た
年
代
の
一
端
を
な
ん
と
か
掴
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
果
た
せ
な
か
っ
た

三
月
一
二
日
、
や
っ
と
年
号
が
書
い
て
あ
る
桔
梗
紋
鬼
瓦
を
御
所
市
内
の
正
栄
寺
本
堂
で
見

つ
け
た
（
図
83
）。
だ
が
、
北
向
き
の
鬼
瓦
で
日
陰
に
な
る
た
め
か
、
び
っ
し
り
と
地
衣
類

が
は
び
こ
り
肝
心
の
年
号
が
埋
も
れ
て
い
る
。
梯
子
を
か
け
れ
ば
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
光
線
の
よ
い
日
時
を
選
ん
で
何
回
か
通
い
、
つ
い
に
四
月
九

日
に
「
Ｒ
正
徳
貮
歳
（
一
七
一
二
）　
壬
辰
　
三
月
吉
日
　
Ｌ
高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
藤

田
佐
介
作
」
と
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

五
月
に
な
っ
て
、
橿
原
市
一
町
の
浄
国
寺
本
堂
で
「
Ｒ
高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
　

佐
介
　
Ｌ
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
月
日
」
と
い
う
鬼
瓦
の
銘
文
を
、
今
度
は
あ
っ
さ
り
読

む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
佐
介
に
最
初
に
出
会
っ
た
楽
音
寺
の
「
Ｒ
宝
永
弐
歳
（
一
七
〇

五
）　
乙
酉
　
六
月
日
　
丸
山
瓦
屋
　
権
兵
衛
　
Ｌ
和
州
　
鳥
屋
村
之
住
人
　
作
者
□
（
以

下
欠
）」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
鬼
瓦
が
、
筆
跡
や
Ｓ
字
状
沈
線
の
特
徴
な
ど
か
ら
や
は
り
藤

田
佐
介
の
製
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
彼
の
活
動
年
代
の
一
端
が
、
一
七
〇
五
年
か
ら
一

七
一
二
年
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
も
つ
か
め
た
。
な
お
、「
丸
山
村
」
も
当
初
は
「
凡
山
」

と
し
か
読
め
ず
、
ど
こ
に
あ
る
村
か
苦
労
し
た
の
で
あ
る
が
、『
奈
良
県
の
地
名
』
の
柏
原

村
の
項
に
「
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
改
検
地
帳
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
天
川
村
弁
財

天
社
文
書
な
ど
に
は
丸
山
村
・
出
屋
敷
村
の
属
邑
名
が
み
え
る
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
が

ほ
ぼ
判
明
し
た
の
も
小
さ
な
成
果
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
に
紀
年
銘
の
な
い
製
品
が
七
点
あ
り
、
ま
た
大
和
高
田
市
勝
目
の
品
正
寺
の
宝

珠
を
飾
る
鬼
瓦
（
図
85
）
や
、
先
に
ふ
れ
た
Ｓ
字
状
沈
線
、
さ
ら
に
後
述
す
る
鼻
や
牙
の
特

三
キ
ロ
の
橿
原
市
飛
騨
の
善
行
寺
、
北
は
大
和
高
田
市
土
庫
の
金
光
寺
、
西
は
約
四
・
八
キ

ロ
離
れ
た
葛
城
市
南
道
穂
の
重
要
文
化
財
村
井
家
住
宅
ま
で
の
南
北
に
長
い
楕
円
形
を
描
く

（
口
絵
　
図
81
）。

雲
梯
村
小
兵
衛
の
名
は
村
井
家
に
伝
わ
る
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
の
普
請
文
書
に
ま

ず
み
え
、
こ
の
時
、
何
回
か
に
わ
た
っ
て
瓦
を
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
（
奈
良
県
二
〇
一

八
）。
そ
の
後
、
鬼
瓦
や
獅
子
口
に
「
和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
邑
住
　
藤
原
棟
次
　
瓦
子
　

小
兵
衛
」「
和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
邑
住
　
藤
原
氏
　
瓦
子
　
小
兵
衛
宗
次
作
」「
雲
梯
村
　

石
村
　
小
兵
衛
作
」「
雲
梯
村
住
人
　
棟
次
氏
　
小
兵
衛
」「
高
市
郡
雲
梯
村
住
人
　
橘
氏
　

小
兵
衛
（
花
押
）」「
雲
梯
邑
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
小
兵
衛
」「
雲
梯
村
　
瓦
師
　
松
原
氏
　

小
兵
衛
」「
雲
梯
村
　
瓦
屋
　
善
六
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、

藤
原
氏
棟
次
や
橘
氏
・
石
村
・
松
原
氏
な
ど
の
姓
を
複
数
名
乗
っ
て
い
る
の
も
特
異
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
調
査
中
に
は
同
一
系
譜
の
瓦
屋
な
の
か
迷
う
時
も
あ
っ
た
。

銘
文
が
長
期
間
途
絶
え
る
時
期
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
初
代
小
兵
衛
、
二
代
藤
原
棟
次

小
兵
衛
、
三
代
石
村
小
兵
衛
、
四
代
小
兵
衛
、
五
代
松
原
氏
小
兵
衛
、
六
代
善
六
と
い
っ
た

系
譜
が
一
応
考
え
ら
れ
、
雲
梯
村
小
兵
衛
を
複
数
の
家
出
身
の
瓦
工
が
継
承
し
た
と
い
う
可

能
性
が
高
い
。
な
お
、
こ
の
地
域
で
は
珍
し
い
刻
印
「
宝
永
八
庚
寅
年
（
一
七
一
一
）　
二

月
吉
日
」「
雲
梯
村
　
小
兵
衛
作
」（
橿
原
市
一
町
　
浄
念
寺
）
を
残
し
て
い
る
点
も
特
筆
で

き
る
（
図
47
）。

３
　
藤
田
佐
介
伝
（
図
86
）

藤
田
佐
介
（
佐
助
と
も
）
の
銘
文
を
見
つ
け
た
の
は
、
重
要
な
瓦
産
地
で
あ
る
こ
と
が
す

で
に
判
明
し
て
い
た
御
所
市
柏
原
に
、
二
〇
一
七
年
の
一
月
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

集
落
内
の
楽
音
寺
本
堂
の
背
面
に
、
江
戸
時
代
の
初
め
に
多
い
桃
の
実
と
葉
を
あ
し
ら
っ
た

鬼
瓦
を
見
つ
け
た
（
図
82
）。
仕
上
げ
の
よ
さ
と
、
外
区
と
の
境
に
シ
ャ
ー
プ
な
Ｓ
字
状
沈
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色
か
ら
佐
介
の
同
時
作
成
の
製
品
と
推
定
で
き
る
例
二
例
を
加
え
る
と
、
計
一
二
点
七
箇
寺

の
鬼
瓦
が
知
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
鬼
面
紋
鬼
瓦
が
七
例
（
額
に
宝
珠
、
日

像
、
三
日
月
、
五
芒
星
、
輪
宝
紋
、
三
楷
松
紋
を
あ
ら
わ
す
）、
桃
紋
が
二
例
、
桔
梗
紋
、

恵
比
寿
像
（
図
84
）・
大
黒
天
像
が
各
一
例
と
、
多
様
な
鬼
瓦
が
多
い
と
い
う
特
徴
も
つ
か

め
た
。
外
区
を
画
す
Ｓ
字
状
沈
線
が
鮮
明
か
つ
流
麗
で
あ
る
と
い
う
作
風
も
共
通
し
て
お

り
、
仕
上
げ
も
て
い
ね
い
で
あ
る
。
ま
た
鬼
面
の
小
鼻
の
輪
郭
を
深
い
沈
線
で
あ
ら
わ
し
、

牙
を
八
の
字
形
に
外
反
さ
せ
る
点
な
ど
も
特
徴
で
あ
る
。
す
べ
て
寺
院
用
で
あ
る
が
、
恵
比

寿
と
大
黒
天
像
の
セ
ッ
ト
は
、
あ
る
い
は
民
家
用
の
も
の
が
後
に
小
堂
に
転
用
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。

銘
文
を
み
る
と
、
彼
は
「
鳥
屋
村
住
人
」
五
例
、「
原
谷
村
住
人
」
三
例
、「
柏
原
村
住

人
」
二
例
と
、
三
つ
の
村
の
住
人
を
名
乗
る
の
が
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
ま
た
楽
音
寺
の

鬼
瓦
の
銘
文
に
「
丸
山
瓦
屋
　
権
兵
衛
、
和
州
　
鳥
屋
村
之
住
人
　
作
者
□
」
と
い
う
例
が

あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
丸
山
瓦
屋
　
権
兵
衛
」
が
元
請
け
で
、
佐
介
は
自
ら
を
細
工
人

と
は
一
度
も
称
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
職
分
が
細
工
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
に
以
下
の
三
例
を
加
え
る
と
、
藤
田
佐
介
は
柏
原
村
の
谷
久
兵
衛
や
、
丸

山
村
の
瓦
屋
権
兵
衛
の
も
と
で
働
く
細
工
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。

①
　  

橿
原
市
一
町
の
浄
国
寺
本
堂
の
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
「
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
　

佐
介
」
例
は
、
同
年
銘
を
も
つ
「
和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
瓦
や
　
谷
久
兵
衛
」
作
の

本
堂
の
鬼
瓦
と
、
同
時
製
作
の
可
能
性
が
高
い
。

②
　  

紀
年
銘
を
欠
く
が
、「
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
　
藤
田
佐
介
」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
大
和

高
田
市
根
成
柿
の
願
乗
寺
例
は
、
同
寺
の
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
「
和
州
　
葛
上

郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
」
の
鬼
瓦
と
同
時
に
作
ら
れ
た
製
品
で
あ
ろ

う
。

③
　  

お
な
じ
く
紀
年
銘
を
欠
く
「
鳥
屋
村
住
人
　
藤
田
佐
助
作
」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
高
取

図82　 「原谷村住人　藤田佐介作」　宝永2年（1705）
か　御所市柏原　楽音寺

図84　 「葛上郡　柏原村住人　藤田佐介作」　橿原
市観音寺町　和田寺

図83　 「高市郡　鳥屋村住人　藤田佐介作」　正徳2
年（1712）　御所市大橋通　正栄寺

図85　 「原谷村住人　藤田佐介作」　大和高田市勝
目　品正寺

 ― 137 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

も
数
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
極
に
多
く
の
銘
文
を
残
し
た
人
物
も
い
た
。
そ
の
筆
頭
と

も
い
え
る
の
が
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
か
け
て
の
二

七
年
間
の
銘
を
残
す
高
市
郡
常
門
村
出
身
の
新
兵
衛
で
あ
る
。
こ
れ
に
紀
年
銘
の
な
い
四
四

例
を
加
え
る
と
、
彼
の
残
し
た
鬼
瓦
や
留
蓋
は
九
〇
例
を
こ
え
る
。

半
数
近
く
に
紀
年
銘
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
は
宝
珠

や
小
槌
を
あ
ら
わ
し
た
小
型
の
吉
祥
紋
鬼
瓦
で
あ
り
、
民
家
用
の
量
産
品
な
の
で
年
号
を
刻

ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
定
の
普
請
に
合
わ
せ
た
注
文
品
に
対
し
て
、
不
特

定
の
需
要
を
見
込
ん
だ
規
格
品
が
こ
の
頃
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
彼
は
通
常
の
鬼
瓦
以
外
に
鍾
馗
像
（
図
87
）、
獅
子
の
隅
木
蓋
瓦
（
図
88
）、
く

つ
ろ
ぐ
大
黒
天
像
（
図
89
・
90
）、
瓦
製
露
盤
（
図
91
）
な
ど
、
多
様
な
製
品
を
作
っ
た
造

形
力
に
優
れ
た
職
人
で
あ
っ
た
。

（
１
）
新
兵
衛
の
履
歴
書

最
近
、
彼
の
初
期
の
製
品
が
、
紀
州
粉
河
寺
の
十
禅
律
院
の
塗
上
門
に
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
驚
い
た
（
武
内
・
鳴
海
二
〇
一
七
）。
そ
の
銘
に
は
「
文
政
八
天
（
一
八
二
五
）　
酉
三
月

吉
日
　
当
町
瓦
主
　
新
兵
衛
　
作
人
　
大
和
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
花
押
）」
と

あ
る
。
こ
の
他
に
「
粉
瓦
新
　
大
和
新
」「
大
新
作
」
と
略
し
た
例
も
あ
り
、「
瓦
主
」
に
つ

い
て
は
先
に
検
討
し
た
と
お
り
元
請
け
を
あ
ら
わ
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
塗
上
門
の
瓦
生
産

を
元
請
け
し
た
粉
河
村
の
新
兵
衛
か
ら
常
門
村
の
新
兵
衛
が
鬼
瓦
作
り
を
下
請
け
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
彼
は
、
渡
り
職
人
と
し
て
紀
州
で
腕
を
磨
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
足
跡
は

大
和
の
外
に
も
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
後
は
そ
の
捜
索
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
続
い
て
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
高
取
町
観
覚
寺
の
西
光
寺
に
残
る
「
高

市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
（
花
押
）
作
之
」
と
い
う
銘
が
あ
る
。
花
押
を
加
え
る
な

町
市
尾
の
念
仏
寺
例
も
、
同
寺
の
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
「
和
州
　
葛
上
郡
　

柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
」
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
③
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
活
動
期
間
は
一
七
〇
五
年
か
ら
一
七
三

一
年
の
二
六
年
間
を
中
心
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
が
あ
ま
り
積
極
的
に
紀
年
銘

を
記
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
元
請
け
が
同
時
に
作
っ
た
鬼
瓦
に
年
号
を
刻
む
か
ら
、
と
い
う

こ
と
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

製
品
の
分
布
を
地
図
上
に
落
と
す
と
、
よ
り
鮮
明
に
彼
の
職
分
が
見
え
て
く
る
（
図
86
）。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
分
布
の
中
心
は
出
身
地
と
思
わ
れ
る
鳥
屋
村
で
は
な
く
柏

原
村
と
原
谷
村
に
あ
り
、
北
へ
五
・
二
キ
ロ
、
西
へ
二
・
四
キ
ロ
、
南
東
へ
一
・
三
キ
ロ
、

北
東
へ
二
・
七
キ
ロ
と
い
う
南
北
に
長
い
円
を
描
く
。
西
方
の
調
査
が
終
了
し
て
い
な
い
の

で
、
そ
ち
ら
へ
少
し
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
こ
の
範
囲
と
推
定
で
き
る
。

彼
は
二
六
年
以
上
に
わ
た
り
、
柏
原
村
の
谷
久
兵
衛
や
、
丸
山
村
の
権
兵
衛
の
も
と
で
働

い
た
鬼
瓦
作
り
の
名
手
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
の
製
品
の
多
く
に
「
鳥
屋
村
住

人
」
と
書
き
、
そ
の
出
自
を
明
示
し
た
。
し
か
し
、
故
郷
と
思
わ
れ
る
鳥
屋
村
で
、
彼
が
瓦

屋
を
営
ん
だ
こ
と
を
示
す
証
拠
は
何
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

４
　
常
門
村
の
新
兵
衛
（
口
絵
　
図
93
）

常じ
ょ
う
ど門
（
古
く
は
城
戸
・
常
問
、
幕
府
領
）
と
い
う
地
名
は
、
地
元
の
老
人
の
記
憶
と
公
民

館
の
名
前
に
残
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
「
常
門
村
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う

銘
文
に
出
会
っ
た
時
は
、
そ
の
出
身
地
が
す
ぐ
に
は
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
古

い
地
図
で
見
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
奈
良
県
の
地
名
』
を
開
く
と
、
新
沢
千
塚
の
南
西

に
あ
た
る
橿
原
市
一か
ず
ち
ょ
う町
に
か
つ
て
存
在
し
た
村
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
明
治
一
二
年

（
一
八
七
九
）
に
常
門
村
と
萩
ノ
本
村
が
合
併
し
て
、
そ
の
名
は
消
え
た
。

瓦
工
の
中
に
は
銘
文
を
残
さ
ず
歴
史
の
谷
間
に
埋
も
れ
た
者
も
多
か
っ
た
。
無
銘
の
鬼
瓦
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も
数
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
極
に
多
く
の
銘
文
を
残
し
た
人
物
も
い
た
。
そ
の
筆
頭
と

も
い
え
る
の
が
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
か
け
て
の
二

七
年
間
の
銘
を
残
す
高
市
郡
常
門
村
出
身
の
新
兵
衛
で
あ
る
。
こ
れ
に
紀
年
銘
の
な
い
四
四

例
を
加
え
る
と
、
彼
の
残
し
た
鬼
瓦
や
留
蓋
は
九
〇
例
を
こ
え
る
。

半
数
近
く
に
紀
年
銘
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
は
宝
珠

や
小
槌
を
あ
ら
わ
し
た
小
型
の
吉
祥
紋
鬼
瓦
で
あ
り
、
民
家
用
の
量
産
品
な
の
で
年
号
を
刻

ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
定
の
普
請
に
合
わ
せ
た
注
文
品
に
対
し
て
、
不
特

定
の
需
要
を
見
込
ん
だ
規
格
品
が
こ
の
頃
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
彼
は
通
常
の
鬼
瓦
以
外
に
鍾
馗
像
（
図
87
）、
獅
子
の
隅
木
蓋
瓦
（
図
88
）、
く

つ
ろ
ぐ
大
黒
天
像
（
図
89
・
90
）、
瓦
製
露
盤
（
図
91
）
な
ど
、
多
様
な
製
品
を
作
っ
た
造

形
力
に
優
れ
た
職
人
で
あ
っ
た
。

（
１
）
新
兵
衛
の
履
歴
書

最
近
、
彼
の
初
期
の
製
品
が
、
紀
州
粉
河
寺
の
十
禅
律
院
の
塗
上
門
に
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
驚
い
た
（
武
内
・
鳴
海
二
〇
一
七
）。
そ
の
銘
に
は
「
文
政
八
天
（
一
八
二
五
）　
酉
三
月

吉
日
　
当
町
瓦
主
　
新
兵
衛
　
作
人
　
大
和
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
花
押
）」
と

あ
る
。
こ
の
他
に
「
粉
瓦
新
　
大
和
新
」「
大
新
作
」
と
略
し
た
例
も
あ
り
、「
瓦
主
」
に
つ

い
て
は
先
に
検
討
し
た
と
お
り
元
請
け
を
あ
ら
わ
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
塗
上
門
の
瓦
生
産

を
元
請
け
し
た
粉
河
村
の
新
兵
衛
か
ら
常
門
村
の
新
兵
衛
が
鬼
瓦
作
り
を
下
請
け
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
彼
は
、
渡
り
職
人
と
し
て
紀
州
で
腕
を
磨
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
足
跡
は

大
和
の
外
に
も
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
後
は
そ
の
捜
索
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
続
い
て
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
高
取
町
観
覚
寺
の
西
光
寺
に
残
る
「
高

市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
（
花
押
）
作
之
」
と
い
う
銘
が
あ
る
。
花
押
を
加
え
る
な

町
市
尾
の
念
仏
寺
例
も
、
同
寺
の
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
「
和
州
　
葛
上
郡
　

柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
」
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
③
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
活
動
期
間
は
一
七
〇
五
年
か
ら
一
七
三

一
年
の
二
六
年
間
を
中
心
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
が
あ
ま
り
積
極
的
に
紀
年
銘

を
記
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
元
請
け
が
同
時
に
作
っ
た
鬼
瓦
に
年
号
を
刻
む
か
ら
、
と
い
う

こ
と
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

製
品
の
分
布
を
地
図
上
に
落
と
す
と
、
よ
り
鮮
明
に
彼
の
職
分
が
見
え
て
く
る
（
図
86
）。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
分
布
の
中
心
は
出
身
地
と
思
わ
れ
る
鳥
屋
村
で
は
な
く
柏

原
村
と
原
谷
村
に
あ
り
、
北
へ
五
・
二
キ
ロ
、
西
へ
二
・
四
キ
ロ
、
南
東
へ
一
・
三
キ
ロ
、

北
東
へ
二
・
七
キ
ロ
と
い
う
南
北
に
長
い
円
を
描
く
。
西
方
の
調
査
が
終
了
し
て
い
な
い
の

で
、
そ
ち
ら
へ
少
し
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
こ
の
範
囲
と
推
定
で
き
る
。

彼
は
二
六
年
以
上
に
わ
た
り
、
柏
原
村
の
谷
久
兵
衛
や
、
丸
山
村
の
権
兵
衛
の
も
と
で
働

い
た
鬼
瓦
作
り
の
名
手
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
の
製
品
の
多
く
に
「
鳥
屋
村
住

人
」
と
書
き
、
そ
の
出
自
を
明
示
し
た
。
し
か
し
、
故
郷
と
思
わ
れ
る
鳥
屋
村
で
、
彼
が
瓦

屋
を
営
ん
だ
こ
と
を
示
す
証
拠
は
何
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

４
　
常
門
村
の
新
兵
衛
（
口
絵
　
図
93
）

常じ
ょ
う
ど門
（
古
く
は
城
戸
・
常
問
、
幕
府
領
）
と
い
う
地
名
は
、
地
元
の
老
人
の
記
憶
と
公
民

館
の
名
前
に
残
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
「
常
門
村
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う

銘
文
に
出
会
っ
た
時
は
、
そ
の
出
身
地
が
す
ぐ
に
は
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
古

い
地
図
で
見
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
奈
良
県
の
地
名
』
を
開
く
と
、
新
沢
千
塚
の
南
西

に
あ
た
る
橿
原
市
一か
ず
ち
ょ
う町
に
か
つ
て
存
在
し
た
村
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
明
治
一
二
年

（
一
八
七
九
）
に
常
門
村
と
萩
ノ
本
村
が
合
併
し
て
、
そ
の
名
は
消
え
た
。

瓦
工
の
中
に
は
銘
文
を
残
さ
ず
歴
史
の
谷
間
に
埋
も
れ
た
者
も
多
か
っ
た
。
無
銘
の
鬼
瓦
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図87　 鍾馗像　「山瓦宗　（常門瓦新作）」　嘉永5年
（1852）　明日香村祝戸　民家

図89　くつろぐ大黒天像　桜井市高田　民家

図91　 「瓦屋　嘉右衛門　瓦師　常門村　新兵衛作」　
嘉永元年（1848）　明日香村稲渕　竜福寺

図92　 「常門　清右衛門」　天保6年（1835）　橿原市
一町　念仏寺

図90　 同左「常門村　新兵衛作」　天
保14年（1843）

図88　 獅子をあらわす隅木蓋瓦　「常門村　瓦師　新
兵衛作　奥瓦治」　橿原市南浦町　法然寺
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が
確
認
で
き
る
。

３
　
十
市
村
の
文
□
？
　
橿
原
市
十
市
の
十
市
御
縣
座
神
社
拝
殿
の
竜
の
正
面
形
を
象
っ
た

見
事
な
鬼
瓦
に
「
己
天
保
十
亥
年
（
一
八
三
九
）　
十
一
月
吉
日
　
十
瓦
文
　
常
門
村
　
新

兵
衛
作
」
の
銘
が
あ
る
（
図
26
）。
十
市
村
に
は
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
「
十
市
　

瓦
や
　
半
治
良
」
と
い
う
銘
文
か
ら
、
半
治
良
と
い
う
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
半
治
良
と
「
文
」
の
一
字
を
も
つ
瓦
屋
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

４
　
戒
重
村
の
□
？
　「
戒
瓦
弥
」「
戒
瓦
ヤ
」「
カ
イ
ヤ
」「
戒
十
（
戒
重
）
瓦
弥
」「
カ
イ

瓦
屋
」「
戒
ヤ
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
桜
井
市
の
戒
重
に
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

か
ら
「
外
嶋
藤
蔵
」、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
は
「
彌
七
良
」
と
い
う
瓦
工
が
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
人
が
連
名
で
銘
を
書
く
場
合
も
多
い
。

５
　
入
谷
村
の
喜
□
？
　「
入
瓦
喜
」「
當
邑
瓦
喜
」「
入
谷
瓦
キ
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
常
門
村
の
新
兵
衛
と
利
兵
衛
が
入
谷
村
に
窯
を
築
き
、
彼
ら
に
瓦
を
焼

か
せ
た
の
が
「
喜
」
の
一
字
を
も
つ
村
の
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
か
ら
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
か
け
て
の
四
年
間
、
新
兵
衛
ら
が
夏
か
ら

秋
に
か
け
て
瓦
を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

６
　
御
坊
村
の
半
兵
衛
・
嘉
□
？
　「
施
主
　
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
」「
御
坊
　
瓦
嘉
」

「
瓦
半
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
橿
原
市
の
旧
御
坊
村
に
あ
っ
た
瓦
屋
と
し
て
は
、
宝
永
二

年
（
一
七
〇
五
）
の
「
御
坊
　
瓦
や
　
久
左
衛
門
」、「
御
坊
村
　
吉
田
平
八
作
」、「
御
坊
　

瓦
屋
　
武
介
作
」、「
御
坊
邑
　
瓦
屋
　
甚
五
郎
　
細
工
　
本
馬
邑
　
利
兵
衛
」、「
御
坊
村
　

瓦
屋
　
恵
五
郎
」「
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
□
」
の
銘
文
が
残
る
。「
半
□
」
は
半
兵
衛
で
あ
ろ

う
。「
嘉
」
は
フ
ル
ネ
ー
ム
不
明
で
あ
る
。

７
　
久
米
村
の
善
治
　
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）「
常
門
□
　
新
□
□
　
久
米
村
　
瓦
屋
　

善
治
」
の
銘
文
が
あ
る
。
橿
原
市
の
旧
久
米
村
の
瓦
屋
と
し
て
は
、
善
治
の
他
に
「
久
米
村
　

正
二
」「
細
工
　
久
米
留
」
が
あ
る
が
詳
細
不
明
。

ど
、
粉
河
寺
と
の
共
通
点
が
あ
る
一
方
、
瓦
主
の
名
が
無
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
仕

事
は
、
地
元
で
の
単
独
で
の
受
注
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
、
一
〇
年
と
い
う
長
い
空
白
が
続
く
。
ど
こ
か
遠
方
で
働
い
て
い
た
の
か
、
何
か

特
別
な
理
由
で
活
動
を
中
止
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
銘
を
刻
ま
な
い
と
い

う
の
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
間
の
新
資
料
の
出
現
を
俟
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
な
っ
て
、
彼
の
動
向
が
再
び
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
。「
奥

瓦
嘉
　
常
門
　
新
兵
衛
作
之
」
と
い
う
銘
を
裏
面
に
残
す
瓦
当
范
が
井
内
潔
氏
の
収
集
品
に

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
、
彼
は
三
山
周
辺
各
地
の
瓦
屋
の
下
請
け
と
し
て
、
ほ
ぼ
毎

年
、
製
品
に
銘
文
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
、
彼
の
名
が
単
独
で
記
さ
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
三
回
だ
け
で
あ
り
、
他
は
「
十
瓦

文
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
瓦
屋
の
下
請
け
、
あ

る
い
は
分
担
で
の
瓦
作
り
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
例

も
含
め
、
古
い
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
元
請
け
先
を
あ
げ
る
。

１
　
奥
山
村
の
嘉
右
衛
門
と
治
兵
衛
　「
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
と
と
も

に
、「
奥
山
村
　
瓦
屋
　
嘉
右
ェ
門
」「
奥
瓦
嘉
」「
奥
上
カ
」「
奥
上
嘉
」「
奥
山
嘉
右
ェ

門
」、
瓦
製
露
盤
の
「
瓦
屋
　
嘉
右
衛
門
」（
図
91
）、「
奥
嘉
」、
ま
た
は
「
奥
山
村
　
瓦
屋
　

治
兵
衛
」、「
奥
瓦
治
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
明
日
香
村
奥
山
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
、

「
□
山
　
上
田
□
重
良
（
嘉
重
郎
）」
と
い
う
年
号
不
明
の
銘
文
か
ら
、
上
田
嘉
右
衛
門
・
嘉

重
郎
と
、
姓
不
明
の
治
兵
衛
と
い
う
二
人
の
瓦
屋
と
の
協
業
が
判
明
す
る
。
詳
細
は
、
奥
山

村
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
　
柏
原
村
の
甚
右
ェ
門
、
谷
井
久
兵
衛
、
谷
久
兵
衛
、
谷
井
庄
ヨ
ェ
門
な
ど
。「
柏
原
邑
　

瓦
屋
　
甚
右
ェ
門
」「
柏
原
村
　
谷
井
久
兵
衛
」「
柏
原
　
谷
久
兵
衛
」「
柏
原
　
谷
井
庄

ヨ
ェ
門
」「
柏
瓦
甚
」「
柏
瓦
半
」「
柏
瓦
正
」「
柏
谷
久
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
柏
原
村
の

項
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
谷
井
久
兵
衛
、
谷
久
兵
衛
、
谷
井
庄
ヨ
ェ
門
、
甚
右
ェ
門
と
の
協
業
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が
確
認
で
き
る
。

３
　
十
市
村
の
文
□
？
　
橿
原
市
十
市
の
十
市
御
縣
座
神
社
拝
殿
の
竜
の
正
面
形
を
象
っ
た

見
事
な
鬼
瓦
に
「
己
天
保
十
亥
年
（
一
八
三
九
）　
十
一
月
吉
日
　
十
瓦
文
　
常
門
村
　
新

兵
衛
作
」
の
銘
が
あ
る
（
図
26
）。
十
市
村
に
は
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
「
十
市
　

瓦
や
　
半
治
良
」
と
い
う
銘
文
か
ら
、
半
治
良
と
い
う
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
半
治
良
と
「
文
」
の
一
字
を
も
つ
瓦
屋
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

４
　
戒
重
村
の
□
？
　「
戒
瓦
弥
」「
戒
瓦
ヤ
」「
カ
イ
ヤ
」「
戒
十
（
戒
重
）
瓦
弥
」「
カ
イ

瓦
屋
」「
戒
ヤ
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
桜
井
市
の
戒
重
に
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

か
ら
「
外
嶋
藤
蔵
」、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
は
「
彌
七
良
」
と
い
う
瓦
工
が
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
人
が
連
名
で
銘
を
書
く
場
合
も
多
い
。

５
　
入
谷
村
の
喜
□
？
　「
入
瓦
喜
」「
當
邑
瓦
喜
」「
入
谷
瓦
キ
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
常
門
村
の
新
兵
衛
と
利
兵
衛
が
入
谷
村
に
窯
を
築
き
、
彼
ら
に
瓦
を
焼

か
せ
た
の
が
「
喜
」
の
一
字
を
も
つ
村
の
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
か
ら
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
か
け
て
の
四
年
間
、
新
兵
衛
ら
が
夏
か
ら

秋
に
か
け
て
瓦
を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

６
　
御
坊
村
の
半
兵
衛
・
嘉
□
？
　「
施
主
　
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
」「
御
坊
　
瓦
嘉
」

「
瓦
半
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
橿
原
市
の
旧
御
坊
村
に
あ
っ
た
瓦
屋
と
し
て
は
、
宝
永
二

年
（
一
七
〇
五
）
の
「
御
坊
　
瓦
や
　
久
左
衛
門
」、「
御
坊
村
　
吉
田
平
八
作
」、「
御
坊
　

瓦
屋
　
武
介
作
」、「
御
坊
邑
　
瓦
屋
　
甚
五
郎
　
細
工
　
本
馬
邑
　
利
兵
衛
」、「
御
坊
村
　

瓦
屋
　
恵
五
郎
」「
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
□
」
の
銘
文
が
残
る
。「
半
□
」
は
半
兵
衛
で
あ
ろ

う
。「
嘉
」
は
フ
ル
ネ
ー
ム
不
明
で
あ
る
。

７
　
久
米
村
の
善
治
　
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）「
常
門
□
　
新
□
□
　
久
米
村
　
瓦
屋
　

善
治
」
の
銘
文
が
あ
る
。
橿
原
市
の
旧
久
米
村
の
瓦
屋
と
し
て
は
、
善
治
の
他
に
「
久
米
村
　

正
二
」「
細
工
　
久
米
留
」
が
あ
る
が
詳
細
不
明
。

ど
、
粉
河
寺
と
の
共
通
点
が
あ
る
一
方
、
瓦
主
の
名
が
無
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
仕

事
は
、
地
元
で
の
単
独
で
の
受
注
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
、
一
〇
年
と
い
う
長
い
空
白
が
続
く
。
ど
こ
か
遠
方
で
働
い
て
い
た
の
か
、
何
か

特
別
な
理
由
で
活
動
を
中
止
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
銘
を
刻
ま
な
い
と
い

う
の
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
間
の
新
資
料
の
出
現
を
俟
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
な
っ
て
、
彼
の
動
向
が
再
び
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
。「
奥

瓦
嘉
　
常
門
　
新
兵
衛
作
之
」
と
い
う
銘
を
裏
面
に
残
す
瓦
当
范
が
井
内
潔
氏
の
収
集
品
に

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
、
彼
は
三
山
周
辺
各
地
の
瓦
屋
の
下
請
け
と
し
て
、
ほ
ぼ
毎

年
、
製
品
に
銘
文
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
、
彼
の
名
が
単
独
で
記
さ
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
三
回
だ
け
で
あ
り
、
他
は
「
十
瓦

文
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
瓦
屋
の
下
請
け
、
あ

る
い
は
分
担
で
の
瓦
作
り
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
例

も
含
め
、
古
い
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
元
請
け
先
を
あ
げ
る
。

１
　
奥
山
村
の
嘉
右
衛
門
と
治
兵
衛
　「
常
門
村
　
瓦
屋
　
新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
と
と
も

に
、「
奥
山
村
　
瓦
屋
　
嘉
右
ェ
門
」「
奥
瓦
嘉
」「
奥
上
カ
」「
奥
上
嘉
」「
奥
山
嘉
右
ェ

門
」、
瓦
製
露
盤
の
「
瓦
屋
　
嘉
右
衛
門
」（
図
91
）、「
奥
嘉
」、
ま
た
は
「
奥
山
村
　
瓦
屋
　

治
兵
衛
」、「
奥
瓦
治
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
明
日
香
村
奥
山
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
、

「
□
山
　
上
田
□
重
良
（
嘉
重
郎
）」
と
い
う
年
号
不
明
の
銘
文
か
ら
、
上
田
嘉
右
衛
門
・
嘉

重
郎
と
、
姓
不
明
の
治
兵
衛
と
い
う
二
人
の
瓦
屋
と
の
協
業
が
判
明
す
る
。
詳
細
は
、
奥
山

村
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
　
柏
原
村
の
甚
右
ェ
門
、
谷
井
久
兵
衛
、
谷
久
兵
衛
、
谷
井
庄
ヨ
ェ
門
な
ど
。「
柏
原
邑
　

瓦
屋
　
甚
右
ェ
門
」「
柏
原
村
　
谷
井
久
兵
衛
」「
柏
原
　
谷
久
兵
衛
」「
柏
原
　
谷
井
庄

ヨ
ェ
門
」「
柏
瓦
甚
」「
柏
瓦
半
」「
柏
瓦
正
」「
柏
谷
久
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
。
柏
原
村
の

項
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
谷
井
久
兵
衛
、
谷
久
兵
衛
、
谷
井
庄
ヨ
ェ
門
、
甚
右
ェ
門
と
の
協
業
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九
キ
ロ
、
今
井
町
の
蓮
妙
寺
例
が
四
・
〇
キ
ロ
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
他
の
瓦
屋
の
下
請
け
し
た
例
は
、
い
ず
れ
も
二
〜
三
キ
ロ
以
内
で
あ
り
、
と

く
に
十
市
や
大
泉
・
戒
重
・
御
坊
・
久
米
・
寺
田
・
入
谷
村
の
場
合
は
二
キ
ロ
内
に
ほ
ぼ
納

ま
る
。

（
３
）
常
門
村
の
清
右
衛
門

常
門
村
新
兵
衛
の
操
業
形
態
や
活
動
域
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
清
右
衛
門
」

「
常
瓦
清
」「
常
清
」
と
記
し
た
一
三
例
の
鬼
瓦
を
残
し
た
同
村
出
身
の
清
右
衛
門
の
場
合
と

比
較
し
て
み
よ
う
。
清
右
衛
門
は
、
新
兵
衛
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
瓦
工
と
思
わ
れ
、
親
族
で

あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
が
、
年
号
を
記
す
例
が
出
身
地
で
あ
る
一か
ず

町
念
仏
寺
の
「
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）　
常
門
　
清
右
衛
門
」
の
一
例
し
か
な
い
（
図
92
）。
そ
の
他
に
、
今
井
町
の

音
村
家
に
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
頃
の
修
理
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
常
清
」
銘
の
鬼

瓦
が
あ
り
、
お
よ
そ
の
活
動
年
代
が
わ
か
る
（
奈
良
県
教
育
委
員
会
一
九
八
一
）。

清
右
衛
門
の
製
品
の
分
布
を
地
図
上
に
落
と
す
と
、
本
拠
地
の
常
門
村
を
要
に
、
北
か
ら

南
西
ま
で
扇
形
を
描
く
供
給
圏
を
復
元
で
き
る
（
口
絵
　
図
93
）。
そ
の
距
離
は
最
大
四
・

三
キ
ロ
、
最
少
一
・
一
キ
ロ
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
瓦
屋
の
平
均
的
供
給
圏
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
清
右
衛
門
と
新
兵
衛
の
分
布
圏
が
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
な
い
点
に
あ
る
。

た
だ
し
、
一
例
だ
け
で
は
あ
る
が
「
常
瓦
清
　
常
新
作
」
と
書
い
た
鬼
瓦
が
今
井
町
の
河
合

家
に
あ
り
、
新
兵
衛
が
清
右
衛
門
の
下
請
け
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
興
味
深
い
の
は
、
清
右
衛
門
作
の
鬼
瓦
一
一
例
の
う
ち
六
例
が
民
家
用
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
彼
が
江
戸
時
代
末
期
に
よ
う
や
く
瓦
が
葺
け
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域

の
民
家
の
需
要
を
掘
り
起
こ
す
か
た
ち
で
生
計
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
地
元

で
の
民
家
用
の
瓦
生
産
に
活
路
を
見
出
し
、
新
兵
衛
は
そ
こ
に
は
手
を
つ
け
ず
、
三
山
周
辺

８
　
山
田
村
の
宗
七
　
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
「
山
田
　
瓦
屋
　
宗
七
　
常
新
作
」

や
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
鍾
馗
像
鬼
瓦
の
「
山
瓦
宗
　
常
門
瓦
新
作
」
の
銘
文
が
あ

る
（
図
87
）。

９
　
大
泉
村
の
治
□
？
　
年
号
が
な
い
が
「
大
瓦
治
」
の
銘
文
が
あ
る
。
他
の
例
か
ら
桜
井

市
の
旧
大
泉
村
の
瓦
屋
の
下
請
け
も
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
年
代
的
に
み
て
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
の
「
大
泉
村
　
が
屋
　
宗
兵
衛
」
が
元
請
け
先
の
候
補
と
な
る
。

10
　
五
条
野
村
の
治
□
？
年
号
を
欠
く
が
「
五
瓦
治
　
常
新
作
」
の
銘
文
が
あ
る
。
五
井
村

か
五
条
野
村
の
瓦
屋
と
考
え
ら
れ
る
が
、
五
井
村
で
は
新
兵
衛
の
活
動
時
期
に
は
瓦
を
生
産

し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
五
条
野
村
の
可
能
性
を
想
定
。
し
か
し
、
五
条
野
村
で
の
瓦
生
産

を
裏
付
け
る
資
料
も
な
い
。

11
　
寺
田
村
の
□
？
　「
寺
カ
　
常
シ
ン
サ
ク
」
の
銘
文
か
ら
、
御
所
市
東
寺
田
の
旧
寺
田

村
の
瓦
屋
の
下
請
け
を
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
寺
田
村
の
瓦
屋
の
名
前
は
不
明
。

12
　「
常
ギ
　
瓦
新
作
」
と
書
い
た
剣
酢
漿
紋
の
家
紋
を
あ
ら
わ
し
た
鬼
瓦
が
橿
原
市
新
堂

町
に
あ
り
、
こ
れ
も
常
門
村
の
「
ギ
」
の
一
字
を
も
つ
瓦
屋
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
が
詳

細
不
明
で
あ
る
。

13
　
こ
の
他
に
松
山
村
の
松
瓦
善
、
14
　
高
田
村
嶋
の
某
瓦
屋
と
の
協
業
を
示
す
銘
文
も
あ

り
、
各
地
の
瓦
屋
の
下
請
け
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　

（
２
）
新
兵
衛
の
活
動
範
囲

口
絵
の
図
93
は
彼
の
製
品
の
分
布
を
、
主
な
元
請
け
先
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
本

的
に
は
、
元
請
け
の
瓦
屋
に
近
い
寺
社
や
民
家
の
瓦
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

柏
原
村
の
瓦
屋
の
下
請
け
を
し
た
尾
曽
の
威
徳
院
例
が
も
っ
と
も
遠
い
例
で
七
・
九
キ

ロ
、
飛
騨
善
行
寺
例
が
六
・
二
キ
ロ
、
豊
浦
西
念
寺
例
が
五
・
七
キ
ロ
で
あ
る
。
つ
い
で
広

範
囲
に
分
布
す
る
の
が
奥
山
村
の
瓦
屋
の
下
で
働
い
た
も
の
で
、
栢
森
の
竜
福
寺
例
が
四
・
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の
複
数
の
瓦
屋
の
下
請
け
で
生
き
て
い
く
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
み
ご
と
な

「
住
み
分
け
」
で
あ
る
。

（
４
）
明
日
香
村
の
稲
渕
、
栢
森
、
入
谷
を
歩
い
て
わ
か
っ
た
こ
と

明
日
香
村
南
の
山
中
に
点
在
す
る
稲
渕
、
栢
森
、
入
谷
の
集
落
（
高
取
藩
領
）
を
二
〇
一

四
年
の
秋
に
歩
い
た
。
吉
野
に
抜
け
る
芋
峠
の
手
前
か
ら
東
へ
の
山
道
を
登
り
つ
め
た
入
谷

で
、
昭
和
五
年
と
一
一
年
生
ま
れ
の
二
人
の
男
性
か
ら
次
の
よ
う
な
昔
話
を
聞
い
た
。

①
　  

山
深
い
入
谷
（
海
抜
約
四
三
〇
ｍ
）
で
は
、
今
の
よ
う
に
車
が
通
る
こ
と
が
で
き
る
道

は
お
ろ
か
、
牛
や
馬
さ
え
登
れ
な
い
ほ
ど
の
急
な
坂
が
多
か
っ
た
。
荷
物
は
す
べ
て
人

間
が
担
い
で
運
ん
だ
。

②
　  

親
父
に
聞
い
た
話
で
は
、
幕
末
に
な
っ
て
麓
の
村
々
に
瓦
が
普
及
し
始
め
た
頃
、
村
の

寺
に
瓦
を
葺
く
た
め
に
瓦
焼
の
職
人
を
雇
い
、
粘
土
が
取
れ
る
と
こ
ろ
に
窯
を
築
い

た
。
上
入
谷
の
集
落
の
北
の
急
な
畑
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
だ
（
図
94
）。

③
　  

ど
こ
か
か
ら
や
っ
て
来
た
人
と
、
村
人
が
一
緒
に
な
っ
て
瓦
を
焼
い
た
。

以
上
の
話
を
、
入
谷
に
残
る
鬼
瓦
の
銘
文
と
照
合
し
て
み
よ
う
。

Ａ
　  

入
谷
の
地
蔵
寺
地
蔵
堂
に
は
「
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
十
月
　
入
瓦
喜
　
常
門
村
　

新
兵
衛
作
之
」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
卍
を
あ
ら
わ
す
鬼
瓦
が
あ
る
（
図
95
）。

Ｂ
　  

お
な
じ
地
蔵
寺
の
本
堂
に
は
「
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
八
月
　
當
邑
瓦
喜
　
高
市
郡

常
門
村
　
瓦
師
　
利
兵
衛
作
」
と
い
う
「
水
」
の
字
を
飾
る
鬼
瓦
が
残
る
。

Ｃ
　  

ま
た
民
家
に
も
「
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
九
月
　
入
谷
瓦
キ
　
常
瓦
新
作
」
銘
の
剣

酢
漿
紋
の
家
紋
鬼
瓦
が
あ
る
。

以
上
の
銘
文
か
ら
、
ど
こ
か
か
ら
や
っ
て
来
た
瓦
職
人
と
は
、
高
市
郡
常
門
村
（
橿
原
市

一
町
）
の
新
兵
衛
と
利
兵
衛
で
、
彼
ら
に
賃
金
を
払
い
、
瓦
を
焼
か
せ
た
の
が
「
喜
」
の
一

字
を
も
つ
村
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
弘
化
四
年

図94　 明日香村入谷　常門村新兵衛が窯を築いた
と伝えられる場所

図96　「瓦喜　常門　瓦新作」　明日香村入谷　民家

図95　 「入瓦喜　常門村　新兵衛作之」　天保15年
（1844）　明日香村入谷　地蔵寺

図97　 「高市郡　畑村　瓦屋　弥十郎　細工人　田
原本　伊八」　文化14年（1817）　明日香村
岡　常谷寺
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。
こ
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「
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る
。

（
４
）
明
日
香
村
の
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渕
、
栢
森
、
入
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を
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か
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こ
と

明
日
香
村
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に
点
在
す
る
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入
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高
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四
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の
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に
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に
抜
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の
手
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か
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の
山
道
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登
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入
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で
、
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次
の
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（
海
抜
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で
は
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今
の
よ
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こ
と
が
で
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道

は
お
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、
牛
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え
登
れ
な
い
ほ
ど
の
急
な
坂
が
多
か
っ
た
。
荷
物
は
す
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て
人

間
が
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で
運
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だ
。

②
　  

親
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に
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た
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で
は
、
幕
末
に
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て
麓
の
村
々
に
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が
普
及
し
始
め
た
頃
、
村
の

寺
に
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を
葺
く
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に
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焼
の
職
人
を
雇
い
、
粘
土
が
取
れ
る
と
こ
ろ
に
窯
を
築
い

た
。
上
入
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の
集
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の
北
の
急
な
畑
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
だ
（
図
94
）。

③
　  

ど
こ
か
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ら
や
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て
来
た
人
と
、
村
人
が
一
緒
に
な
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て
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を
焼
い
た
。

以
上
の
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を
、
入
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に
残
る
鬼
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の
銘
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と
照
合
し
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み
よ
う
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入
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の
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に
は
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を
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（
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こ
の
村
も
、
今
は
一
三
軒
だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
。

最
後
に
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
入
瓦
喜
」
を
瓦
屋
と
呼
べ
る
の
か
と
い

う
疑
問
で
あ
る
。
周
辺
で
「
入
瓦
喜
」
銘
の
あ
る
瓦
は
、
山
道
を
降
っ
た
栢
森
の
集
落
の

「
入
瓦
喜
　
新
作
（
橘
の
家
紋
）」
と
、「
入
瓦
喜
　
□
門
　
新
兵
衛
作
（
大
黒
天
像
）」
の
二

例
だ
け
で
あ
る
。
年
号
を
欠
く
が
、
や
は
り
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
二
人
の
昔
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
入
谷
で
焼
い
た
瓦
を
遠
く
へ
運
ぶ
こ
と
は
困
難

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
入
谷
産
の
瓦
は
村
内
と
、
隣
村
の
栢
森
だ
け
で
の
消
費

を
目
的
に
生
産
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
入
瓦
喜
」
は
賃
金
と
、
粘
土
や
燃
料
の
取
れ
る
土

地
や
、
そ
の
購
入
資
金
を
提
供
し
、
ま
た
集
め
た
だ
け
で
、
瓦
作
り
は
新
兵
衛
と
利
兵
衛
に

一
任
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
税
は
高
取
藩
に
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
瓦
屋
を
名
乗

り
、「
入
瓦
喜
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
視
点
で
、
常
門
村
の
新
兵
衛
の
元
請
け
先
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
と
、
他
の

瓦
屋
が
平
地
に
立
地
し
（
例
え
ば
山
田
村
で
海
抜
約
一
二
〇
ｍ
）、
ま
た
長
期
に
わ
た
っ
て

瓦
を
生
産
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
、「
入
瓦
喜
」
は
特
殊
で
あ
る
こ
と
が
よ

り
鮮
明
に
な
る
。

類
例
と
し
て
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
明
日
香
村
岡
の
常
谷
寺
本
堂
に
残
る
「
高

市
郡
　
畑
村
　
瓦
屋
　
弥
十
郎
　
細
工
人
　
田
原
本
　
伊
八
」
と
い
う
銘
文
が
参
考
に
な
る

（
図
97
）。
畑
村
は
入
谷
村
の
北
に
位
置
す
る
同
様
の
山
村
（
下
畑
で
海
抜
約
五
三
〇
ｍ
）
で

あ
る
。
こ
の
村
で
田
原
本
の
伊
八
に
作
ら
せ
た
瓦
を
常
谷
寺
（
海
抜
約
一
四
〇
ｍ
）
に
運
ぶ

に
は
、
直
線
距
離
で
も
三
キ
ロ
以
上
、
高
低
差
三
九
〇
ｍ
の
険
し
い
山
道
を
下
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
弥
十
郎
が
資
金
な
ど
を
提
供
し
、
常
谷
寺
の
近

く
に
窯
を
設
け
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。「
畑
村
　
瓦
屋
　
弥
十
郎
」
の
銘

が
残
る
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
常
谷
寺
だ
け
で
あ
り
、
彼
が
儲
け
の
た
め
に
瓦
屋
に
な
っ
た
と

（
一
八
四
七
）
に
か
け
て
の
四
年
間
の
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
季
節
に
瓦
が
作
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
の
他
に
、
年
号
は
な
い
も
の
の
地
蔵
寺
や
民
家
の
鬼
瓦
に
次
の
よ
う
な
省
略
さ
れ
た
銘

文
が
残
る
。

「
瓦
喜
　
常
瓦
新
作
（
卍
）」

「
瓦
喜
　
常
瓦
利
作
（
水
の
字
）」

「
瓦
喜
　
常
門
　
瓦
新
作
（
左
右
に
並
ぶ
恵
比
寿
・
大
黒
天
像
、
図
96
）」

「
入
瓦
喜
　
常
新
作
（
剣
酢
漿
の
家
紋
）」

「
瓦
喜
　
常
新
作
（
丸
に
三
つ
割
南
天
の
家
紋
）」

「
瓦
キ
　
常
新
作
（
如
意
宝
珠
）」

「
瓦
キ
　
常
新
□
□
」

「
入
瓦
キ
　
常
瓦
リ
作
（
打
出
の
小
槌
）」

「
入
瓦
喜
　
新
作
」

「
入
瓦
喜
　
□
門
新
兵
衛
作
（
大
黒
天
像
）」

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
常
門
村
の
新
兵
衛
は
一
〇
軒
以
上
の
瓦
屋
で
働
き
、
腕
を

振
っ
た
瓦
師
で
あ
り
、
利
兵
衛
は
入
谷
で
の
仕
事
以
外
に
は
登
場
し
な
い
の
で
、
新
兵
衛
縁

故
の
人
物
と
思
わ
れ
る
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
は
、
新
兵
衛
の
活
動
時
期
の
後
半
に
当

た
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
後
継
者
候
補
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
名
前
に
「
喜
」
の
一
字
を
も
つ
人
物
は
、
お
そ
ら
く
喜
左
衛
門
と
か
喜
兵
衛
と
い

う
名
前
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
聞
き
取
り
調
査
や
地
蔵
寺
墓
地
の
墓
碑
銘
で
も
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
二
人
の
話
で
は
、
昔
は
、
村
が
総
出
で
高
取
城
に
毎
年
五
千
駄
の
薪
を
年
貢
と

し
て
納
め
て
い
た
の
で
、
そ
の
ま
と
め
役
の
梅
本
家
の
通
称
を
「
五
千
駄
」
と
い
っ
た
。
ま

た
森
本
家
も
村
の
肝
い
り
だ
っ
た
。「
喜
」
の
一
字
を
も
つ
の
は
、
こ
の
両
家
の
ど
ち
ら
か

の
人
物
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
家
と
も
に
今
は
村
を
離
れ
た
。
か
つ
て
一
〇
〇
戸
を
数
え
た
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が
生
産
さ
れ
た
五
井
村
と
曽
我
村
、
そ
れ
に
後
続
す
る
三
輪
村
に
次
ぐ
、
四
番
目
に
古

い
瓦
屋
が
田
原
本
村
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
当
地
域
に
お
け
る
今
井
村
、
三
輪

村
、
田
原
本
村
と
い
う
序
列
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
　  

今
里
村
に
は
寺
川
の
河
港
で
あ
る
今
里
浜
が
あ
り
、
魚
簗
船
で
大
和
と
大
坂
を
結
び
、

物
資
の
集
散
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
。
今
里
村
の
南
瓦
屋
木
村
清
八
は
、
清
五
郎
、
平
七

と
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
ま
で
二
六
年
以
上
の
系

譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
「
産
物
表
」（
平
凡
社
一

九
八
一
）
に
は
田
原
本
町
の
産
物
と
し
て
「
瓦
三
三
〇
駄
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
「
瓦
平
」
が
「
平
七
」
と
お
な
じ
瓦
屋
と
す
れ
ば
明
治
初

年
ま
で
は
今
里
村
で
の
瓦
生
産
が
続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
南
瓦
屋
と
称
す

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
今
里
村
の
北
に
も
う
一
軒
瓦
屋
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
詳

細
不
明
で
あ
る
。

③
　  

八
尾
村
の
堀
門
文
右
衛
門
は
、
享
保
二
一
年
（
一
七
三
六
）
か
ら
明
和
五
年
（
一
七
六

八
）
ま
で
の
三
二
年
間
の
銘
文
が
残
る
。

④
　  

新
町
村
の
瓦
屋
平
四
郎
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
か
ら
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

の
一
四
年
間
の
活
動
を
銘
文
か
ら
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
原
本
村
の
瓦
屋
の
特
色
を
あ
げ
る
と
、
田
原
本
善
四
郎
と
八
尾
村
の
堀
門
文
右
衛
門
、

今
里
村
平
七
の
活
動
域
が
他
と
比
べ
か
な
り
広
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
三
者
と
も
に
そ
の

北
と
西
の
調
査
が
不
完
全
で
あ
り
、
ま
た
出
職
な
の
か
田
原
本
か
ら
運
ん
だ
の
か
と
い
う
問

題
も
解
決
で
き
な
い
が
、
善
四
郎
の
場
合
、
そ
の
活
動
域
の
東
端
は
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
一

〇
・
六
キ
ロ
、
南
西
端
は
高
田
村
の
常
光
寺
ま
で
の
六
・
四
キ
ロ
に
及
ぶ
。

堀
門
文
右
衛
門
は
す
で
に
「
銘
文
を
読
み
解
く
楽
し
み
」
の
項
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
桜

井
村
の
来
迎
寺
ま
で
直
線
距
離
で
八
キ
ロ
、
中
街
道
と
初
瀬
街
道
経
由
で
一
七
キ
ロ
を
運
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
里
村
南
瓦
屋
木
村
清
八
と
平
七
の
場
合
は
、
興
福
寺
ま
で

考
え
る
よ
り
は
、
寄
進
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
　
田
原
本
村
の
瓦
屋
（
口
絵
　
図
98
）

田
原
本
村
の
瓦
作
り
に
は
特
色
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ま
と
め
て
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の

村
は
奈
良
盆
地
の
中
央
や
や
南
寄
り
に
位
置
し
、
は
じ
め
は
真
宗
教
行
寺
の
寺
内
町
と
し

て
、
そ
れ
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
箸
尾
村
へ
退
転
し
て
か
ら
は
、
平
野
家
（
幕
末
に

一
万
石
）
の
陣
屋
を
中
心
に
発
展
し
た
。
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
大
和
五
ヶ
所
御
坊

の
ひ
と
つ
で
あ
る
田
原
本
御
坊
（
浄
照
寺
）
も
建
立
さ
れ
、
周
辺
の
純
農
村
地
帯
に
く
ら
べ

瓦
の
需
要
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

町
並
み
は
盆
地
を
南
北
に
走
る
中
街
道
（
下
ツ
道
）
と
寺
川
沿
い
に
広
が
り
、
陸
運
と
水

運
の
要
衝
と
し
て
「
大
和
の
大
坂
」
と
呼
ば
れ
る
繁
栄
を
み
る
に
至
っ
た
。
町
屋
が
軒
を
連

ね
、
田
原
本
町
と
通
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
田
原
本
町
在
住
の
中
西
秀
和
さ
ん
の
先
行

研
究
（
中
西
二
〇
〇
八
）
に
今
回
の
調
査
成
果
を
重
ね
る
と
、
近
世
の
田
原
本
村
と
そ
の
周

辺
に
は
、
少
な
く
と
も
四
軒
の
瓦
屋
が
中
街
道
沿
い
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
（
口
絵
　
図

98
）。
年
代
順
に
そ
の
創
業
者
を
あ
げ
る
と
田
原
本
村
の
外
町
で
あ
る
三
輪
町
の
①
田
原
本

善
四
郎
（
図
41
）、
②
八
尾
（
八
百
）
村
の
町
屋
で
あ
る
常
盤
町
の
堀
門
文
右
衛
門
（
図

35
）、
③
今
里
村
の
南
瓦
屋
木
村
清
八
、
④
八
尾
村
の
分
村
で
あ
る
新
町
村
（
頓
）
の
瓦
屋

平
四
郎
（
図
102
）
で
あ
る
。
資
料
が
な
お
少
な
く
、
彼
ら
の
系
譜
は
ま
だ
十
分
た
ど
れ
な
い

が
、
推
定
を
重
ね
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　  

田
原
本
善
四
郎
の
本
拠
は
、
町
の
中
心
か
ら
東
の
寺
川
に
近
い
三
輪
町
と
推
定
で
き

る
。
そ
の
系
譜
は
、
善
四
郎
、
善
三
郎
、
善
四
良
内
富
吉
（
富
吉
は
細
工
人
か
）
と
断

続
的
で
は
あ
る
が
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
伊
八
や
佐
吉
も
そ
の
係
累
の
瓦
師
、
あ
る
い

は
細
工
人
と
思
わ
れ
る
。
創
業
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
ま
で
遡
り
、
お
よ
そ
一
七

〇
年
間
続
い
た
。
三
山
周
辺
で
の
近
世
瓦
屋
の
歴
史
の
始
ま
り
を
み
る
と
、
最
初
に
瓦
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が
生
産
さ
れ
た
五
井
村
と
曽
我
村
、
そ
れ
に
後
続
す
る
三
輪
村
に
次
ぐ
、
四
番
目
に
古

い
瓦
屋
が
田
原
本
村
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
当
地
域
に
お
け
る
今
井
村
、
三
輪

村
、
田
原
本
村
と
い
う
序
列
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
　  

今
里
村
に
は
寺
川
の
河
港
で
あ
る
今
里
浜
が
あ
り
、
魚
簗
船
で
大
和
と
大
坂
を
結
び
、

物
資
の
集
散
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
。
今
里
村
の
南
瓦
屋
木
村
清
八
は
、
清
五
郎
、
平
七

と
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
ま
で
二
六
年
以
上
の
系

譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
「
産
物
表
」（
平
凡
社
一

九
八
一
）
に
は
田
原
本
町
の
産
物
と
し
て
「
瓦
三
三
〇
駄
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
「
瓦
平
」
が
「
平
七
」
と
お
な
じ
瓦
屋
と
す
れ
ば
明
治
初

年
ま
で
は
今
里
村
で
の
瓦
生
産
が
続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
南
瓦
屋
と
称
す

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
今
里
村
の
北
に
も
う
一
軒
瓦
屋
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
詳

細
不
明
で
あ
る
。

③
　  

八
尾
村
の
堀
門
文
右
衛
門
は
、
享
保
二
一
年
（
一
七
三
六
）
か
ら
明
和
五
年
（
一
七
六

八
）
ま
で
の
三
二
年
間
の
銘
文
が
残
る
。

④
　  

新
町
村
の
瓦
屋
平
四
郎
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
か
ら
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

の
一
四
年
間
の
活
動
を
銘
文
か
ら
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
原
本
村
の
瓦
屋
の
特
色
を
あ
げ
る
と
、
田
原
本
善
四
郎
と
八
尾
村
の
堀
門
文
右
衛
門
、

今
里
村
平
七
の
活
動
域
が
他
と
比
べ
か
な
り
広
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
三
者
と
も
に
そ
の

北
と
西
の
調
査
が
不
完
全
で
あ
り
、
ま
た
出
職
な
の
か
田
原
本
か
ら
運
ん
だ
の
か
と
い
う
問

題
も
解
決
で
き
な
い
が
、
善
四
郎
の
場
合
、
そ
の
活
動
域
の
東
端
は
長
谷
寺
一
切
経
蔵
の
一

〇
・
六
キ
ロ
、
南
西
端
は
高
田
村
の
常
光
寺
ま
で
の
六
・
四
キ
ロ
に
及
ぶ
。

堀
門
文
右
衛
門
は
す
で
に
「
銘
文
を
読
み
解
く
楽
し
み
」
の
項
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
桜

井
村
の
来
迎
寺
ま
で
直
線
距
離
で
八
キ
ロ
、
中
街
道
と
初
瀬
街
道
経
由
で
一
七
キ
ロ
を
運
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
里
村
南
瓦
屋
木
村
清
八
と
平
七
の
場
合
は
、
興
福
寺
ま
で

考
え
る
よ
り
は
、
寄
進
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
　
田
原
本
村
の
瓦
屋
（
口
絵
　
図
98
）

田
原
本
村
の
瓦
作
り
に
は
特
色
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ま
と
め
て
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の

村
は
奈
良
盆
地
の
中
央
や
や
南
寄
り
に
位
置
し
、
は
じ
め
は
真
宗
教
行
寺
の
寺
内
町
と
し

て
、
そ
れ
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
箸
尾
村
へ
退
転
し
て
か
ら
は
、
平
野
家
（
幕
末
に

一
万
石
）
の
陣
屋
を
中
心
に
発
展
し
た
。
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
大
和
五
ヶ
所
御
坊

の
ひ
と
つ
で
あ
る
田
原
本
御
坊
（
浄
照
寺
）
も
建
立
さ
れ
、
周
辺
の
純
農
村
地
帯
に
く
ら
べ

瓦
の
需
要
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

町
並
み
は
盆
地
を
南
北
に
走
る
中
街
道
（
下
ツ
道
）
と
寺
川
沿
い
に
広
が
り
、
陸
運
と
水

運
の
要
衝
と
し
て
「
大
和
の
大
坂
」
と
呼
ば
れ
る
繁
栄
を
み
る
に
至
っ
た
。
町
屋
が
軒
を
連

ね
、
田
原
本
町
と
通
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
田
原
本
町
在
住
の
中
西
秀
和
さ
ん
の
先
行

研
究
（
中
西
二
〇
〇
八
）
に
今
回
の
調
査
成
果
を
重
ね
る
と
、
近
世
の
田
原
本
村
と
そ
の
周

辺
に
は
、
少
な
く
と
も
四
軒
の
瓦
屋
が
中
街
道
沿
い
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
（
口
絵
　
図

98
）。
年
代
順
に
そ
の
創
業
者
を
あ
げ
る
と
田
原
本
村
の
外
町
で
あ
る
三
輪
町
の
①
田
原
本

善
四
郎
（
図
41
）、
②
八
尾
（
八
百
）
村
の
町
屋
で
あ
る
常
盤
町
の
堀
門
文
右
衛
門
（
図

35
）、
③
今
里
村
の
南
瓦
屋
木
村
清
八
、
④
八
尾
村
の
分
村
で
あ
る
新
町
村
（
頓
）
の
瓦
屋

平
四
郎
（
図
102
）
で
あ
る
。
資
料
が
な
お
少
な
く
、
彼
ら
の
系
譜
は
ま
だ
十
分
た
ど
れ
な
い

が
、
推
定
を
重
ね
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　  

田
原
本
善
四
郎
の
本
拠
は
、
町
の
中
心
か
ら
東
の
寺
川
に
近
い
三
輪
町
と
推
定
で
き

る
。
そ
の
系
譜
は
、
善
四
郎
、
善
三
郎
、
善
四
良
内
富
吉
（
富
吉
は
細
工
人
か
）
と
断

続
的
で
は
あ
る
が
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
伊
八
や
佐
吉
も
そ
の
係
累
の
瓦
師
、
あ
る
い

は
細
工
人
と
思
わ
れ
る
。
創
業
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
ま
で
遡
り
、
お
よ
そ
一
七

〇
年
間
続
い
た
。
三
山
周
辺
で
の
近
世
瓦
屋
の
歴
史
の
始
ま
り
を
み
る
と
、
最
初
に
瓦
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と
い
う
姓
と
も
地
名
と
も
読
め
る
謎
め
い
た
刻
印
で
あ
る
。
こ
の
石
川
が
地
名
で
あ
れ
ば
、

山
田
は
姓
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
山
田
村
の
瓦
屋
で
あ
る
可
能
性
は
薄
れ
る
。
大
和
三
山

周
辺
で
石
川
と
い
う
地
名
は
、
橿
原
市
石
川
し
か
な
い
。
石
川
と
山
田
が
蘇
我
倉
山
田
石
川

麻
呂
の
名
前
と
重
な
る
点
に
因
縁
を
感
じ
る
が
、
遠
く
離
れ
た
一
例
だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に

次
に
登
場
す
る
宗
七
と
の
間
に
七
四
年
間
も
の
空
白
が
あ
っ
て
、
山
田
村
の
瓦
屋
で
あ
る
と

い
う
確
証
が
見
つ
か
る
ま
で
は
保
留
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
後
、
宗
七
、
宇
八
、
宗
八

郎
、
中
西
甚
五
郎
、
植
本
米
治
郎
、
松
原
良
三
な
ど
の
名
前
が
登
場
す
る
。

（
１
）
宗
七
　
橿
原
市
出
合
の
Ａ
家
の
「
山
田
　
瓦
屋
　
宗
七
　
山
瓦
宗
　
常
新
作
」
銘
の

鬼
瓦
か
ら
、
瓦
生
産
が
継
続
的
に
始
ま
っ
た
の
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
前
後
と
思
わ
れ

る
。
宗
七
の
活
動
期
間
は
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
の
同
村
福
井
家
の
普
請
文
書
や
、
嘉

永
五
年
（
一
八
五
二
）
銘
や
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
銘
の
「
山
瓦
宗
」「
山
瓦
宗
　
常
門
　

新
兵
衛
」「
山
瓦
宗
」、
年
号
の
な
い
「
山
田
村
宗
七
」
と
い
う
銘
文
に
よ
っ
て
（
図
３
）、

少
な
く
と
も
九
年
間
以
上
と
推
定
で
き
る
。

（
２
）
宇
八
　
そ
の
後
、
一
〇
年
の
空
白
を
置
い
て
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
福
井
家

普
請
文
書
に
よ
っ
て
「
村
瓦
屋
　
宇
八
」
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

（
３
）
宗
八
郎
、（
４
）
中
西
甚
五
郎
　
さ
ら
に
二
二
年
間
の
空
白
が
あ
っ
て
、
今
度
は
明
治

二
一
年
（
一
八
八
八
）
の
同
村
西
念
寺
の
門
の
留
蓋
銘
「
施
主
人
　
中
西
甚
五
郎
　
製
造
　

當
村
　
宗
八
郎
　
宇
八
　
観
誉
代
」
に
よ
っ
て
、
宇
八
と
宗
八
郎
と
施
主
人
（
細
工
人
か
）

の
中
西
甚
五
郎
の
三
名
の
名
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
彼
ら
の
活
動
は
、
明
治
三
八
年
（
一

九
〇
五
）
頃
ま
で
の
簡
略
化
さ
れ
た
銘
文
や
刻
印
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
中

西
甚
五
郎
は
、
高
取
町
車
木
の
本
覚
寺
の
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
銘
「
細
工
人
　
今
井
　

中
西
甚
五
郎
」
か
ら
、
山
田
だ
け
で
な
く
、
今
井
町
で
も
働
く
細
工
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
他
に
、「
山
宇
」
の
刻
印
が
桜
井
市
南
部
か
ら
明
日
香
村
内
に
分
布
す
る
。
そ
の

製
品
の
分
布
は
、
北
へ
四
・
四
キ
ロ
、
西
へ
三
・
六
キ
ロ
、
南
へ
二
・
四
キ
ロ
、
東
へ
二
・

一
三
キ
ロ
、
大
和
五
ヶ
所
御
坊
の
今
井
町
称
念
寺
の
七
・
一
キ
ロ
と
こ
れ
ま
た
広
範
囲
に
及

ん
で
い
る
。
奈
良
盆
地
を
南
北
に
貫
き
、
情
報
と
物
資
が
往
来
す
る
幹
線
道
路
に
面
す
る
と

い
う
好
立
地
が
、
出
職
か
運
搬
か
の
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
広
い
流
通
を
生
み
出
す
要

因
に
な
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

田
原
本
町
周
辺
の
寺
社
や
民
家
に
は
、
地
元
の
四
軒
の
瓦
屋
の
ほ
か
に
、
安
倍
村
庄
二

郎
、
三
輪
佐
平
次
、
二
階
堂
焼
物
師
小
山
藤
四
郎
、
新
口
村
の
槌
屋
伝
兵
衛
、
大
海
村
（
現

天
理
市
）
の
惣
兵
衛
、
城
上
郡
粟
殿
大
倉
辰
蔵
な
ど
、
隣
接
す
る
現
桜
井
市
や
天
理
市
・
橿

原
市
の
製
品
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
立
地
と
の
関
係
か
ら
説
明
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

な
お
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
統
計
を
の
せ
た
『
日
本
瓦
業
総
覧
』
に
は
田
原
本
町

内
の
瓦
屋
は
一
軒
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
（
表
1
）。
同
『
総
覧
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
田

原
本
町
に
近
い
磯
城
郡
織
田
村
（
現
桜
井
市
）
大
泉
に
六
軒
、
山
辺
郡
二
階
堂
村
（
現
天
理

市
）
に
七
軒
の
瓦
屋
が
あ
る
の
で
、
町
内
の
瓦
屋
は
す
で
に
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

６
　
山
田
村
に
お
け
る
近
世
〜
近
代
の
瓦
生
産
（
図
99
）

桜
井
市
山
田
に
は
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
舒
明
天
皇
の
一
三
年
（
六
四
一
）
に
創
建
し

た
山
田
寺
跡
が
あ
る
。
そ
の
瓦
の
生
産
地
は
、
胎
土
の
特
徴
か
ら
寺
の
近
く
と
推
定
で
き

る
。
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
未
発
見
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
の
長
い
空
白
期
間
を
経
た
江
戸
末

期
か
ら
昭
和
前
半
ま
で
の
瓦
生
産
の
様
相
が
、
今
回
の
調
査
で
少
し
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。山

田
村
（
津
藩
領
）
で
瓦
作
り
に
従
事
し
た
人
物
は
六
人
ほ
ど
と
推
定
で
き
る
。

も
っ
と
も
古
く
遡
る
の
は
、
山
田
村
か
ら
四
・
五
キ
ロ
離
れ
た
橿
原
市
東
竹
田
町
の
融
宣

寺
の
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
銘
の
「
山
田
　
瓦
屋
　
伊
右
衛
門
」
と
、「
石
川
山
田
瓦
伊
」
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山
田
の
集
落
に
は
、
明
治
・
大
正
年
間
の
も
の
と
思
わ
れ
る
鬼
瓦
が
今
も
多
数
残
る
。
銘

文
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
東
の
瓦
屋
、
西
の
瓦
屋
の
製
品
と
思
わ
れ
る
。

７
　
奥
山
村
に
お
け
る
近
世
〜
近
代
の
瓦
生
産
（
口
絵
　
図
101
）

明
日
香
村
の
奥
山
に
は
、
七
世
紀
前
半
創
建
の
奥
山
廃
寺
が
あ
り
、
塔
跡
が
今
も
良
好
な

状
態
で
残
る
。
筆
者
も
民
家
の
改
築
等
に
伴
う
調
査
に
参
加
し
、
ま
た
飛
鳥
資
料
館
学
芸
室

に
勤
務
し
て
い
た
頃
か
ら
の
知
人
も
お
り
、
山
田
と
並
ぶ
い
わ
ば
濃
密
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い

え
る
。

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
に
塔
跡
の
す
ぐ
南
東
の
Ｋ
家
敷
地
内
（
奥
山
六
四
四
）
で
実

施
さ
れ
た
小
規
模
な
調
査
で
は
、
ダ
ル
マ
窯
の
窯
壁
片
や
桟
瓦
片
が
出
土
し
、
付
近
に
瓦
屋

の
存
在
が
推
定
さ
れ
た
（
奈
文
研
一
九
七
九
、
奥
山
久
米
寺
Ｂ
の
調
査
、
概
報
に
は
未
収

録
）。
ま
た
こ
の
調
査
時
の
野
帳
に
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
「
奥
瓦
治
」
と
い
う

銘
文
を
残
し
た
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
森
田
家
が
瓦
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
調
査
担
当

者
の
注
記
が
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
奥
山
村
（
高
取
藩
領
）
の
瓦
屋
と
し
て
、
①
太
七
、
②
上
田
嘉
右
エ

門
、
③
治
兵
衛
、
④
上
田
嘉
重
良
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
聞
き
取
り
調
査
の

成
果
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

①
　
太
七
　
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
ま
で
の
三
一
年
間
活

動
。
橿
原
市
四
条
町
の
妙
観
寺
（
図
100
）
と
、
明
日
香
村
川
原
の
弘
福
寺
（
川
原
寺
）、
橿

原
市
今
井
町
の
広
島
家
土
蔵
の
金
囊
紋
鬼
瓦
、
橿
原
市
飛
騨
の
善
行
寺
、
明
日
香
村
八
釣
の

民
家
の
打
出
の
小
槌
紋
鬼
瓦
な
ど
、
広
範
囲
の
寺
や
民
家
の
瓦
を
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明

日
香
村
八
釣
の
大
和
棟
の
民
家
の
「
□
□
人
政
□
　
太
七
」
と
い
う
銘
文
に
よ
っ
て
、
細
工

人
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
瓦
屋
と
推
定
で
き
る
。

②
　
上
田
嘉
右
衛
門
　
太
七
の
活
動
期
か
ら
二
六
年
後
の
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
「
奥

二
キ
ロ
の
広
が
り
を
も
つ
が
、
中
心
部
分
は
径
五
・
五
キ
ロ
ほ
ど
の
範
囲
に
ま
と
ま
る
（
図

99
）。一

方
、
大
正
一
五
年
七
月
（
一
九
二
六
）
の
奈
良
県
下
の
瓦
営
業
者
名
簿
に
は
（
表
１
）、

磯
城
郡
安
部
村
の
瓦
屋
と
し
て
、
①
上
田
末
吉
、
②
松
原
良
三
、
③
植
本
米
治
郎
、
④
山
田

仙
松
の
四
名
が
み
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
山
田
は
私
た
ち
一
家
が
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）

か
ら
同
六
三
年
（
一
九
八
八
）
ま
で
、
飛
鳥
資
料
館
の
公
務
員
宿
舎
で
暮
ら
し
た
第
二
の
故

郷
で
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
の
人
脈
を
生
か
し
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
、
②
松
原
良
三

と
、
③
植
本
米
治
郎
の
消
息
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

松
原
瓦
屋
は
山
田
寺
講
堂
跡
の
北
の
松
原
家
、
植
本
瓦
屋
は
山
田
集
落
の
北
の
入
口
に
位

置
す
る
植
本
家
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
地
内
に
ダ
ル
マ
窯
一
基
を
有
し
、「
西
の
瓦
屋
」

「
東
の
瓦
屋
」
と
呼
ば
れ
た
。
福
井
家
の
普
請
文
書
の
存
在
を
教
え
て
頂
い
た
福
井
正
浩
さ

ん
に
よ
れ
ば
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
の
同
家
の
座
敷
増
築
に
際
し
て
は
、
両
瓦
屋
か

ら
半
分
ず
つ
瓦
を
購
入
し
た
こ
と
、
植
本
瓦
屋
は
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
頃
ま
で
、
松

原
瓦
屋
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
頃
ま
で
操
業
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

植
本
家
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
植
本
米
治
郎
の
弟
は
宇
三
郎
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
の

で
、
宗
七
・
宇
八
・
宗
八
郎
の
系
譜
は
植
本
家
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
①
の
上
田
末
吉
に
つ
い
て
は
刻
印
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
村
内
に
三
軒
あ
る
上
田

家
の
関
係
者
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
④
の
山
田
仙
松
に
つ
い
て
は
、
姓
が
山
田
で
紛
ら
わ
し
い

が
、
そ
の
所
在
地
は
山
田
村
か
ら
離
れ
た
初
瀬
街
道
（
横
大
路
）
に
近
い
桜
井
市
阿
部
新
町

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
山
田
仙
松
と
種
市
の
二
名
が
明
治
中
期

か
ら
戦
争
中
ま
で
操
業
し
た
こ
と
、「
大
和
磯
城
郡
安
倍
村
阿
部
瓦
仙
製
業
」
と
い
う
刻
印

に
よ
っ
て
、
磯
城
郡
安
倍
村
発
足
の
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
以
後
の
操
業
の
一
端
が
判

明
す
る
。
こ
の
他
に
、
旧
安
倍
村
の
民
家
に
「
細
工
人
　
山
田
種
市
」
と
い
う
銘
文
や
「
ア

ベ
　
瓦
仙
製
」
の
刻
印
が
分
布
し
、
そ
の
活
動
範
囲
が
判
明
す
る
。
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山
田
の
集
落
に
は
、
明
治
・
大
正
年
間
の
も
の
と
思
わ
れ
る
鬼
瓦
が
今
も
多
数
残
る
。
銘

文
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
東
の
瓦
屋
、
西
の
瓦
屋
の
製
品
と
思
わ
れ
る
。

７
　
奥
山
村
に
お
け
る
近
世
〜
近
代
の
瓦
生
産
（
口
絵
　
図
101
）

明
日
香
村
の
奥
山
に
は
、
七
世
紀
前
半
創
建
の
奥
山
廃
寺
が
あ
り
、
塔
跡
が
今
も
良
好
な

状
態
で
残
る
。
筆
者
も
民
家
の
改
築
等
に
伴
う
調
査
に
参
加
し
、
ま
た
飛
鳥
資
料
館
学
芸
室

に
勤
務
し
て
い
た
頃
か
ら
の
知
人
も
お
り
、
山
田
と
並
ぶ
い
わ
ば
濃
密
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い

え
る
。

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
に
塔
跡
の
す
ぐ
南
東
の
Ｋ
家
敷
地
内
（
奥
山
六
四
四
）
で
実

施
さ
れ
た
小
規
模
な
調
査
で
は
、
ダ
ル
マ
窯
の
窯
壁
片
や
桟
瓦
片
が
出
土
し
、
付
近
に
瓦
屋

の
存
在
が
推
定
さ
れ
た
（
奈
文
研
一
九
七
九
、
奥
山
久
米
寺
Ｂ
の
調
査
、
概
報
に
は
未
収

録
）。
ま
た
こ
の
調
査
時
の
野
帳
に
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
「
奥
瓦
治
」
と
い
う

銘
文
を
残
し
た
瓦
屋
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
森
田
家
が
瓦
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
調
査
担
当

者
の
注
記
が
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
奥
山
村
（
高
取
藩
領
）
の
瓦
屋
と
し
て
、
①
太
七
、
②
上
田
嘉
右
エ

門
、
③
治
兵
衛
、
④
上
田
嘉
重
良
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
聞
き
取
り
調
査
の

成
果
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

①
　
太
七
　
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
ま
で
の
三
一
年
間
活

動
。
橿
原
市
四
条
町
の
妙
観
寺
（
図
100
）
と
、
明
日
香
村
川
原
の
弘
福
寺
（
川
原
寺
）、
橿

原
市
今
井
町
の
広
島
家
土
蔵
の
金
囊
紋
鬼
瓦
、
橿
原
市
飛
騨
の
善
行
寺
、
明
日
香
村
八
釣
の

民
家
の
打
出
の
小
槌
紋
鬼
瓦
な
ど
、
広
範
囲
の
寺
や
民
家
の
瓦
を
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明

日
香
村
八
釣
の
大
和
棟
の
民
家
の
「
□
□
人
政
□
　
太
七
」
と
い
う
銘
文
に
よ
っ
て
、
細
工

人
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
瓦
屋
と
推
定
で
き
る
。

②
　
上
田
嘉
右
衛
門
　
太
七
の
活
動
期
か
ら
二
六
年
後
の
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
「
奥

二
キ
ロ
の
広
が
り
を
も
つ
が
、
中
心
部
分
は
径
五
・
五
キ
ロ
ほ
ど
の
範
囲
に
ま
と
ま
る
（
図

99
）。一

方
、
大
正
一
五
年
七
月
（
一
九
二
六
）
の
奈
良
県
下
の
瓦
営
業
者
名
簿
に
は
（
表
１
）、

磯
城
郡
安
部
村
の
瓦
屋
と
し
て
、
①
上
田
末
吉
、
②
松
原
良
三
、
③
植
本
米
治
郎
、
④
山
田

仙
松
の
四
名
が
み
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
山
田
は
私
た
ち
一
家
が
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）

か
ら
同
六
三
年
（
一
九
八
八
）
ま
で
、
飛
鳥
資
料
館
の
公
務
員
宿
舎
で
暮
ら
し
た
第
二
の
故

郷
で
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
の
人
脈
を
生
か
し
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
、
②
松
原
良
三

と
、
③
植
本
米
治
郎
の
消
息
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

松
原
瓦
屋
は
山
田
寺
講
堂
跡
の
北
の
松
原
家
、
植
本
瓦
屋
は
山
田
集
落
の
北
の
入
口
に
位

置
す
る
植
本
家
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
地
内
に
ダ
ル
マ
窯
一
基
を
有
し
、「
西
の
瓦
屋
」

「
東
の
瓦
屋
」
と
呼
ば
れ
た
。
福
井
家
の
普
請
文
書
の
存
在
を
教
え
て
頂
い
た
福
井
正
浩
さ

ん
に
よ
れ
ば
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
の
同
家
の
座
敷
増
築
に
際
し
て
は
、
両
瓦
屋
か

ら
半
分
ず
つ
瓦
を
購
入
し
た
こ
と
、
植
本
瓦
屋
は
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
頃
ま
で
、
松

原
瓦
屋
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
頃
ま
で
操
業
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

植
本
家
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
植
本
米
治
郎
の
弟
は
宇
三
郎
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
の

で
、
宗
七
・
宇
八
・
宗
八
郎
の
系
譜
は
植
本
家
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
①
の
上
田
末
吉
に
つ
い
て
は
刻
印
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
村
内
に
三
軒
あ
る
上
田

家
の
関
係
者
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
④
の
山
田
仙
松
に
つ
い
て
は
、
姓
が
山
田
で
紛
ら
わ
し
い

が
、
そ
の
所
在
地
は
山
田
村
か
ら
離
れ
た
初
瀬
街
道
（
横
大
路
）
に
近
い
桜
井
市
阿
部
新
町

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
山
田
仙
松
と
種
市
の
二
名
が
明
治
中
期

か
ら
戦
争
中
ま
で
操
業
し
た
こ
と
、「
大
和
磯
城
郡
安
倍
村
阿
部
瓦
仙
製
業
」
と
い
う
刻
印

に
よ
っ
て
、
磯
城
郡
安
倍
村
発
足
の
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
以
後
の
操
業
の
一
端
が
判

明
す
る
。
こ
の
他
に
、
旧
安
倍
村
の
民
家
に
「
細
工
人
　
山
田
種
市
」
と
い
う
銘
文
や
「
ア

ベ
　
瓦
仙
製
」
の
刻
印
が
分
布
し
、
そ
の
活
動
範
囲
が
判
明
す
る
。
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数
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
寺
社
に
一

八
例
、
民
家
に
一
三
例
と
、
ち
ょ
う
ど
民
家
に
瓦
葺
き
が
普
及
し
て
い
く
時
期
に
生
産
を
拡

大
し
て
い
っ
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。
な
お
上
田
家
で
は
明
治
以
降
も
瓦
を
作
り
、
そ
の
他

に
米
川
家
や
森
田
家
も
瓦
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

８
　
明
日
香
村
阿
蘇
瓦
屋
の
瓦
生
産

奥
山
の
集
落
の
南
に
は
古
代
の
推
定
山
田
道
が
東
西
に
走
り
、
そ
こ
か
ら
南
が
明
日
香
村

飛
鳥
に
な
る
。
そ
の
交
差
点
の
南
東
角
に
阿
蘇
家
が
あ
る
。
こ
こ
は
昔
、
納
屋
の
新
築
に
先

立
つ
発
掘
を
筆
者
が
担
当
し
、
そ
の
際
、
か
つ
て
瓦
屋
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
、

残
っ
て
い
た
桟
瓦
の
型
を
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
に
寄
贈
し
て
も
ら
っ
た
思
い
出
が
あ

る
。
今
回
の
調
査
で
再
訪
し
、
貴
重
な
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

先
々
代
が
、
大
正
初
年
に
桜
井
市
萱
森
（
海
抜
四
一
〇
ｍ
）
の
与
喜
本
瓦
屋
で
修
業
し
開

業
し
た
。
初
め
ダ
ル
マ
窯
を
作
っ
た
の
は
現
在
の
バ
ス
停
の
南
で
、
の
ち
屋
敷
の
南
に
移
し

た
。
今
で
も
庭
に
赤
く
焼
け
た
ダ
ル
マ
窯
の
痕
跡
が
残
る
。
粘
土
は
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
離
れ
た
奥
山
の
集
落
北
東
の
谷
に
あ
る
栗
林
か
ら
リ
ヤ
カ
ー
で
運
ん
だ
。
冬
は
土
が
凍
る

の
で
瓦
作
り
を
休
み
、
三
月
か
ら
準
備
を
始
め
一
二
月
ま
で
作
っ
た
。
夏
は
暑
い
の
で
夜
に

焚
い
た
。
台
風
が
来
る
と
…
儲
か
っ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
の
半
ば
に
先
細
り
に
な
り
、
淡
路

瓦
で
葺
き
工
事
だ
け
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
今
は
廃
業
。
桜
井
市
山
田
の
松
原
瓦
屋
は
親
戚

で
あ
る
、
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

桜
井
市
の
萱
森
は
、
長
谷
寺
か
ら
さ
ら
に
初
瀬
街
道
を
登
っ
た
吉よ

な
ば
り隠
の
北
の
山
深
い
集
落

で
あ
る
。
そ
の
吉
隠
で
も
、
年
号
を
欠
く
が
、「
南
都
　
細
工
人
　
吉
張
　
□
」
や
「
吉
張
　

瓦
佐
　
細
工
人
　
米
□
（
川
ヵ
）」
と
い
う
銘
か
ら
、
幕
末
に
は
瓦
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
が
推
定
で
き
る
の
は
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）
の
二
四
年
間
の
紀
年
銘
を
残
す
「
南
都
　
瓦
細
工
　
米
川
作
」
の
例
が

瓦
嘉
　
常
門
新
兵
衛
作
之
」「
奥

上
嘉
」
か
ら
、
嘉
永
元
年
（
一
八

四
八
）
の
「
瓦
屋
　
嘉
右
衛
門
　

瓦
師
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
」
ま

で
の
一
〇
年
間
の
操
業
が
知
ら
れ

る
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

「
奥
上
嘉
」
と
い
う
銘
文
と
、
聞

き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
フ
ル

ネ
ー
ム
は
上
田
嘉
右
衛
門
と
推
定

で
き
る
。
太
七
と
の
関
係
は
不

明
。
下
請
け
と
し
て
常
門
村
の
新

兵
衛
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

③
　
治
兵
衛
　
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
ま
で
の
一
五
年

間
の
活
動
期
間
が
知
ら
れ
る
。
嘉
右
衛
門
の
活
動
期
と
重
な
る
が
相
互
の
関
係
は
不
明
。
下

請
け
と
し
て
常
門
村
の
新
兵
衛
の
名
が
み
え
る
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
桜
井
市
橋
本

の
村
道
場
善
所
寺
の
「
細
工
　
奥
瓦
治
作
」
と
、
刻
印
「
山
瓦
宗
」
か
ら
、
山
田
村
の
瓦
屋

宗
七
の
下
請
け
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

④
　
上
田
嘉
重
良
　
明
日
香
村
栢
森
の
竜
福
寺
に
「
□
山
　
上
田
　
□
重
良
」「
奥
上
カ
」

「
奥
上
嘉
　
作
者
　
立
川
梅
枝
」
と
い
う
銘
文
が
残
る
。
紀
年
銘
を
欠
く
が
、
上
田
嘉
重
良

は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
動
し
た
上
田
嘉
右
衛
門
の
後
継
者
と
推
定
で
き
る
。
な
お

「
立
川
梅
枝
」
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
が
細
工
人
と
思
わ
れ
る
。

奥
山
村
の
上
田
嘉
右
衛
門
・
嘉
重
良
と
治
兵
衛
が
作
っ
た
瓦
の
分
布
は
、
東
西
約
八
キ

ロ
、
南
北
約
一
〇
キ
ロ
と
か
な
り
広
い
（
口
絵
　
図
101
）。
こ
れ
は
、
常
門
村
の
新
兵
衛
が

多
く
の
銘
文
を
残
し
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
村
内
の
瓦
屋
の

図100　 「奥山村　瓦屋　太七」　天明元年（1781）
橿原市四条町　妙観寺
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と
が
多
く
、
埋
没
、
あ
る
い
は
逆
に
削
平
、
消
滅
す
る
こ
と
も
多
く
、
発
見
し
に
く
い
と
い

う
こ
と
も
再
度
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

９
　「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
（
米
藤
）」（
図
104
）

Ｒ
「
細
工
人
　
米
川
（
花
押
）」
Ｌ
「
三
ワ
瓦
五
」
と
い
う
銘
文
を
見
た
の
は
、
桜
井
市

多
武
峰
の
談
山
神
社
が
、
廃
仏
毀
釈
以
前
に
妙
楽
寺
と
い
っ
た
時
代
の
子
院
の
鬼
瓦
が
最
初

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
唐
獅
子
や
能
面
の
翁
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
技
巧
を
凝
ら
し
た
鬼
瓦
が
あ
っ

た
。
花
押
は
、
漢
字
の
武
の
行
書
体
、
あ
る
い
は
一
見
梵
字
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の

後
、
お
な
じ
筆
跡
で
「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
（
花
押
）」、
あ
る
い
は
「
南
都
　
細
工
人
　

米
藤
　
新
町
　
瓦
屋
　
平
四
郎
」
と
書
い
た
太
公
望
を
表
す
鬼
瓦
（
図
102
）
や
、
獅
子
の
留

蓋
（
図
103
）
を
王
寺
町
や
田
原
本
町
・
天
理
市
・
橿
原
市
・
御
所
市
内
で
も
見
つ
け
注
意
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
冨
田
さ
ん
の
報
告
で
高
取
町
子
嶋
寺
に
も
あ
る
こ
と
を
知
り
（
冨
田
二
〇

〇
三
）、
ま
た
寺
農
さ
ん
の
報
告
で
平
群
町
や
京
都
府
城
陽
市
に
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

（
寺
農
二
〇
一
七
・
二
〇
一
八
）。

銘
文
は
、「
米
川
」
が
多
い
が
「
米
藤
」
も
四
例
あ
り
、
筆
跡
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、

フ
ル
ネ
ー
ム
を
米
川
藤
□
と
称
し
た
細
工
人
の
存
在
を
推
定
で
き
る
。
藤
の
一
字
を
有
す
る

瓦
師
は
、
小
山
藤
四
郎
・
外
嶋
藤
蔵
・
大
泉
村
の
藤
治
郎
が
今
回
の
調
査
で
判
明
し
て
お

り
、
そ
れ
に
類
す
る
名
前
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
彼
が
残
し
た
製
品
は
寺
社
一
三
例
、
民
家
五
例
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
年
代
を
記
す

の
は
四
例
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
お
な
じ
建
物
の
同
時
製
作
と
思
わ
れ
る
鬼
瓦
の
紀
年
銘

か
ら
年
代
が
推
定
可
能
な
二
例
を
加
え
る
と
、
そ
の
活
動
時
期
の
中
心
は
天
保
一
五
年
（
一

八
四
四
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
二
四
年
間
に
求
め
ら
れ
る
。

彼
は
、
一
般
的
な
鬼
瓦
や
獅
子
口
・
留
蓋
以
外
に
鴟
尾
も
作
っ
た
。
ま
た
鬼
面
以
外
に
、

唐
獅
子
や
翁
面
、
ウ
サ
ギ
、
寿
老
人
、
太
公
望
や
、
家
紋
「
下
が
り
藤
」「
五
三
の
桐
」
な

あ
る
か
ら
で
あ
る
（
寺
農
二
〇
一
八
）。「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
」
に
つ
い
て
は
次
項
に
述

べ
る
。

山
間
部
に
属
す

森
の
瓦
生
産
の
開
始
は
、
少
な
く
と
も
大
正
初
年
以
前
に
遡
る
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
桜
井
市
談
山
神
社
の
東
の
山
間
部
に
位
置
す
る
八
井
内
の
山
中
で
も
、
大
正

初
期
以
降
に
開
発
さ
れ
た
多
武
峰
水
銀
鉱
山
の
瓦
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
ダ
ル
マ
窯
が
発
掘

さ
れ
て
い
る
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
二
〇
〇
五
）。

阿
蘇
家
で
話
を
聞
き
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

先
々
代
は
遠
く
離
れ
た
山
村
の

森
で
修
業
し
た
。
す
ぐ
近
く
に
奥
山
や
山
田
の
瓦
屋
が

あ
る
の
に
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
瓦
屋
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

阿
蘇
瓦
屋
の
製
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
文
や
刻
印
は
未
発
見
で
あ
る
。
大
正
か
ら
昭
和

に
か
け
て
は
、
す
で
に
刻
印
す
ら
押
す
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
銘
文
や
刻
印
か
ら
瓦
屋
の
歴

史
を
復
元
す
る
と
い
う
、
今
回
の
手
法
が
使
え
な
い
。
阿
蘇
瓦
屋
の
場
合
は
、
最
初
に
紹
介

し
た
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
そ
の
存
在
が
判
明
し
、
聞
き
取
り
調
査
と
い
う
手
法
で
そ
の
歴
史

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
え
た
が
、
明
治
以
降
、
瓦
に
文
字
を
残
さ
な
く
な
っ
た
時
代
に
創
業

し
た
多
く
の
瓦
屋
の
存
在
を
つ
か
む
こ
と
の
難
し
さ
を
改
め
て
痛
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

阿
蘇
家
の
中
庭
に
は
ダ
ル
マ
窯
の
痕
跡
が
残
る
。
ま
た
奥
山
廃
寺
の
塔
跡
の
南
東
に
も
ダ

ル
マ
窯
が
存
在
し
た
。
そ
の
他
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
多
く
は
瓦
屋
の
敷
地
内
、
あ
る
い

は
隣
接
す
る
所
有
地
内
に
窯
を
作
る
の
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
大
和
三

山
周
辺
に
存
在
し
た
約
四
〇
軒
の
瓦
屋
の
窯
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
古
代
に
お
い
て
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
筆
者
が
か
つ
て
ま
と
め

た
飛
鳥
時
代
初
期
の
一
六
箇
寺
所
用
の
軒
丸
瓦
五
三
型
式
の
生
産
地
は
、
わ
ず
か
一
五
パ
ー

セ
ン
ト
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
（
大
脇
一
九
九
四
）。
消
費
地
で
あ
る
寺
院
址
は
、
廃
絶

し
て
も
土
壇
や
礎
石
、
瓦
の
散
布
な
ど
顕
著
な
遺
構
・
遺
物
を
残
す
の
で
遺
跡
と
し
て
認
識

し
や
す
い
（
佐
原
一
九
八
五
）。
し
か
し
、
瓦
の
生
産
地
や
窯
跡
は
傾
斜
地
に
立
地
す
る
こ
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と
が
多
く
、
埋
没
、
あ
る
い
は
逆
に
削
平
、
消
滅
す
る
こ
と
も
多
く
、
発
見
し
に
く
い
と
い

う
こ
と
も
再
度
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

９
　「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
（
米
藤
）」（
図
104
）

Ｒ
「
細
工
人
　
米
川
（
花
押
）」
Ｌ
「
三
ワ
瓦
五
」
と
い
う
銘
文
を
見
た
の
は
、
桜
井
市

多
武
峰
の
談
山
神
社
が
、
廃
仏
毀
釈
以
前
に
妙
楽
寺
と
い
っ
た
時
代
の
子
院
の
鬼
瓦
が
最
初

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
唐
獅
子
や
能
面
の
翁
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
技
巧
を
凝
ら
し
た
鬼
瓦
が
あ
っ

た
。
花
押
は
、
漢
字
の
武
の
行
書
体
、
あ
る
い
は
一
見
梵
字
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の

後
、
お
な
じ
筆
跡
で
「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
（
花
押
）」、
あ
る
い
は
「
南
都
　
細
工
人
　

米
藤
　
新
町
　
瓦
屋
　
平
四
郎
」
と
書
い
た
太
公
望
を
表
す
鬼
瓦
（
図
102
）
や
、
獅
子
の
留

蓋
（
図
103
）
を
王
寺
町
や
田
原
本
町
・
天
理
市
・
橿
原
市
・
御
所
市
内
で
も
見
つ
け
注
意
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
冨
田
さ
ん
の
報
告
で
高
取
町
子
嶋
寺
に
も
あ
る
こ
と
を
知
り
（
冨
田
二
〇

〇
三
）、
ま
た
寺
農
さ
ん
の
報
告
で
平
群
町
や
京
都
府
城
陽
市
に
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

（
寺
農
二
〇
一
七
・
二
〇
一
八
）。

銘
文
は
、「
米
川
」
が
多
い
が
「
米
藤
」
も
四
例
あ
り
、
筆
跡
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、

フ
ル
ネ
ー
ム
を
米
川
藤
□
と
称
し
た
細
工
人
の
存
在
を
推
定
で
き
る
。
藤
の
一
字
を
有
す
る

瓦
師
は
、
小
山
藤
四
郎
・
外
嶋
藤
蔵
・
大
泉
村
の
藤
治
郎
が
今
回
の
調
査
で
判
明
し
て
お

り
、
そ
れ
に
類
す
る
名
前
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
彼
が
残
し
た
製
品
は
寺
社
一
三
例
、
民
家
五
例
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
年
代
を
記
す

の
は
四
例
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
お
な
じ
建
物
の
同
時
製
作
と
思
わ
れ
る
鬼
瓦
の
紀
年
銘

か
ら
年
代
が
推
定
可
能
な
二
例
を
加
え
る
と
、
そ
の
活
動
時
期
の
中
心
は
天
保
一
五
年
（
一

八
四
四
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
二
四
年
間
に
求
め
ら
れ
る
。

彼
は
、
一
般
的
な
鬼
瓦
や
獅
子
口
・
留
蓋
以
外
に
鴟
尾
も
作
っ
た
。
ま
た
鬼
面
以
外
に
、

唐
獅
子
や
翁
面
、
ウ
サ
ギ
、
寿
老
人
、
太
公
望
や
、
家
紋
「
下
が
り
藤
」「
五
三
の
桐
」
な

あ
る
か
ら
で
あ
る
（
寺
農
二
〇
一
八
）。「
南
都
　
細
工
人
　
米
川
」
に
つ
い
て
は
次
項
に
述

べ
る
。

山
間
部
に
属
す

森
の
瓦
生
産
の
開
始
は
、
少
な
く
と
も
大
正
初
年
以
前
に
遡
る
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
桜
井
市
談
山
神
社
の
東
の
山
間
部
に
位
置
す
る
八
井
内
の
山
中
で
も
、
大
正

初
期
以
降
に
開
発
さ
れ
た
多
武
峰
水
銀
鉱
山
の
瓦
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
ダ
ル
マ
窯
が
発
掘

さ
れ
て
い
る
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
二
〇
〇
五
）。

阿
蘇
家
で
話
を
聞
き
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

先
々
代
は
遠
く
離
れ
た
山
村
の

森
で
修
業
し
た
。
す
ぐ
近
く
に
奥
山
や
山
田
の
瓦
屋
が

あ
る
の
に
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
瓦
屋
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

阿
蘇
瓦
屋
の
製
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
文
や
刻
印
は
未
発
見
で
あ
る
。
大
正
か
ら
昭
和

に
か
け
て
は
、
す
で
に
刻
印
す
ら
押
す
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
銘
文
や
刻
印
か
ら
瓦
屋
の
歴

史
を
復
元
す
る
と
い
う
、
今
回
の
手
法
が
使
え
な
い
。
阿
蘇
瓦
屋
の
場
合
は
、
最
初
に
紹
介

し
た
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
そ
の
存
在
が
判
明
し
、
聞
き
取
り
調
査
と
い
う
手
法
で
そ
の
歴
史

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
え
た
が
、
明
治
以
降
、
瓦
に
文
字
を
残
さ
な
く
な
っ
た
時
代
に
創
業

し
た
多
く
の
瓦
屋
の
存
在
を
つ
か
む
こ
と
の
難
し
さ
を
改
め
て
痛
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

阿
蘇
家
の
中
庭
に
は
ダ
ル
マ
窯
の
痕
跡
が
残
る
。
ま
た
奥
山
廃
寺
の
塔
跡
の
南
東
に
も
ダ

ル
マ
窯
が
存
在
し
た
。
そ
の
他
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
多
く
は
瓦
屋
の
敷
地
内
、
あ
る
い

は
隣
接
す
る
所
有
地
内
に
窯
を
作
る
の
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
大
和
三

山
周
辺
に
存
在
し
た
約
四
〇
軒
の
瓦
屋
の
窯
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
古
代
に
お
い
て
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
筆
者
が
か
つ
て
ま
と
め

た
飛
鳥
時
代
初
期
の
一
六
箇
寺
所
用
の
軒
丸
瓦
五
三
型
式
の
生
産
地
は
、
わ
ず
か
一
五
パ
ー

セ
ン
ト
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
（
大
脇
一
九
九
四
）。
消
費
地
で
あ
る
寺
院
址
は
、
廃
絶

し
て
も
土
壇
や
礎
石
、
瓦
の
散
布
な
ど
顕
著
な
遺
構
・
遺
物
を
残
す
の
で
遺
跡
と
し
て
認
識

し
や
す
い
（
佐
原
一
九
八
五
）。
し
か
し
、
瓦
の
生
産
地
や
窯
跡
は
傾
斜
地
に
立
地
す
る
こ
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は
、
同
新
町
の
瓦
屋
平
四
郎
、「
三
ワ
　
瓦
五
」
は
桜
井
市
三
輪
の
瓦
屋
谷
本
五
郎
右
衛
門
、

「
和
州
　
柏
原
頓
　
御
用
瓦
作
　
谷
正
」
と
「
谷
庄
」
は
、
御
所
市
柏
原
の
谷
井
庄
右
衛
門
、

「
久
瓦
善
」
は
橿
原
市
久
米
の
瓦
屋
善
治
（
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
文
久
二
年
（
一

八
六
二
）
ま
で
の
銘
文
が
残
る
）
と
思
わ
れ
、「
吉
張
（
𠮷
𠮷
）　
瓦
佐
」
は
桜
井
市
吉
𠮷
の

「
佐
」
の
一
字
を
有
す
る
瓦
屋
、「
井
瓦
伊
」
は
天
理
市
田
町
の
法
林
寺
で
見
つ
け
た
の
で
、

近
く
の
井
戸
堂
の
瓦
屋
で
「
伊
」
の
一
字
を
も
つ
人
物
と
推
定
さ
れ
、「
今
南
　
瓦
清
」
は
、

斑
鳩
町
神
南
で
「
清
」
の
一
字
を
有
す
る
瓦
屋
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
平
群
町
福
貴
の
白
山

神
社
弥
勒
堂
の
鬼
瓦
の
多
く
に
「
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
六
月
吉
日
　
瓦
石
作
」
と
あ
る

の
は
、
近
在
の
瓦
屋
の
屋
号
が
「
瓦
石
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
近
く
で
石

が
頭
文
字
に
つ
く
地
名
と
し
て
は
白
山
神
社
の
南
一
キ
ロ
に
式
内
社
石い
わ

床と
こ

神
社
が
あ
る
の

で
、
一
応
こ
の
周
辺
を
候
補
地
と
し
て
お
こ
う
。「
永
瓦
甚
」
は
、
王
寺
町
畠
田
に
永
福
寺

と
い
う
寺
が
あ
る
以
外
は
手
掛
か
り
が
な
い
（
王
寺
町
教
育
委
員
会
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所
二
〇
〇
五
）。

彼
に
約
二
〇
年
先
立
ち
、
三
山
周
辺
で
多
く
の
銘
文
を
残
し
た
瓦
師
に
常
門
村
の
新
兵
衛

が
い
る
。
新
兵
衛
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
の
二
七

年
間
の
紀
年
銘
を
残
し
た
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
長
め
の
銘
文
の
多
く
に
は
「
瓦

師
」
と
明
記
し
、
一
度
も
「
細
工
人
」
と
は
書
か
な
か
っ
た
。
こ
の
新
兵
衛
に
対
し
、「
米

川
藤
□
」
は
一
貫
し
て
細
工
人
を
名
乗
り
、
そ
の
活
動
範
囲
が
新
兵
衛
よ
り
は
る
か
に
広
い

と
い
う
点
に
、
二
人
の
大
き
な
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
新
兵
衛
は
、
先
に
見
た
入

谷
村
の
場
合
の
よ
う
に
、
あ
る
時
は
親
族
の
一
人
と
思
わ
れ
る
瓦
師
利
兵
衛
ら
を
率
い
、
自

ら
棟
梁
と
し
て
窯
を
築
き
、
普
請
に
必
要
な
瓦
生
産
の
す
べ
て
（
必
要
量
の
計
算
か
ら
瓦
葺

き
ま
で
）
を
差
配
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
下
請
け
に
甘
ん

じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
橿
原
市
東
池
尻
町
の
本
福
寺
に
「
な
ん
と
　
茂
八
　
瓦
屋
　
カ
イ
　
弥
七
郎
　
ミ

ど
変
化
に
富
ん
だ
鬼
瓦
も
製
作
し
て

お
り
、
細
工
人
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い

仕
事
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
特

徴
に
加
え
、
そ
の
製
品
の
分
布
が
奈

良
盆
地
か
ら
京
都
府
城
陽
市
ま
で
の

広
い
範
囲
に
わ
た
る
点
が
あ
げ
ら
れ

る
（
図
104
）。「
南
都
　
細
工
人
」
と

名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

さ
ら
に
活
動
領
域
が
広
が
る
可
能
性

が
高
い
。

「
細
工
人
　
米
川
」
の
銘
文
に
は
、

「
今
里
頓
　
瓦
平
七
」「
新
町
　
瓦
屋

　
平
四
郎
」「
三
ワ
　
瓦
五
」「
和
州

　
柏
原
頓
　
御
用
瓦
作
　
谷
正
」

「
谷
庄
」「
久
瓦
善
」「
吉
張
頓
　
瓦

佐
」「
井
瓦
伊
」「
今
南
　
瓦
清
」

「
永
瓦
甚
」「
瓦
石
作
」
と
、
省
略
さ

れ
た
形
式
で
元
請
け
の
瓦
屋
の
名
を

書
い
た
例
が
十
三
例
あ
り
、
各
地
で

細
工
人
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

今
回
の
調
査
で
、「
今
里
頓
　
瓦

平
七
」
は
、
田
原
本
町
の
今
里
の
瓦

屋
平
七
、「
新
町
　
瓦
屋
　
平
四
郎
」

図102　 「新町　瓦屋　平四郎　南都　細工人　米藤」
田原本町宮森　正法寺

図103　 「細工人　米川（花押）」　王寺町本町　放光寺

 ― 149 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

初
瀬
街
道
の
街
村
で
あ
る
西
之
宮
村
（
幕
府
領
↓
津
藩
・
旗
本
領
）
と
山
本
村
（
旗
本

領
）
は
、
直
線
距
離
に
し
て
約
四
キ
ロ
離
れ
て
お
り
、
西
之
宮
村
の
瓦
屋
忠
七
と
彌
三
郎

が
、
大
師
堂
の
瓦
を
作
る
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
山
本
村
に
一
番
近

い
瓦
屋
は
南
西
に
約
一
・
八
キ
ロ
離
れ
た
箸
喰
村
の
新
七
で
あ
る
。
ま
た
北
へ
約
二
・
二
キ

ロ
離
れ
た
曽
我
村
に
利
介
（
一
八
五
〇
〜
一
八
五
七
年
）
と
い
う
瓦
屋
も
あ
っ
た
が
、
距
離

の
近
さ
だ
け
で
は
瓦
屋
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
れ
か
ら
わ
か
る
。

瓦
屋
忠
七
の
残
し
た
紀
年
銘
は
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
外
に
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
銘
文

を
記
す
と
い
う
工
程
が
省
か
れ
、
小
さ
な
刻
印
で
済
ま
す
時
代
に
差
し
掛
っ
て
い
た
頃
に
創

業
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
桜
井
市
戒
重
や
大
福
、
橿
原
市
膳
夫
町
の
民

家
や
、
同
石
原
田
町
の
浄
福
寺
な
ど
に
、「
西
瓦
忠
」「
西
宮
　
瓦
忠
」「
瓦
忠
」「
大
和
　
磯

城
郡
　
西
之
宮
　
森
本
製
」
と
い
う
刻
印
が
い
く
つ
か
残
り
、
そ
の
操
業
時
期
と
縄
張
が
ほ

ぼ
つ
か
め
る
か
ら
で
あ
る
。
桜
井
市
西
之
宮
に
森
本
家
が
現
在
も
あ
り
、
橿
原
市
飛
騨
の
善

行
寺
に
「
西
之
宮
　
森
本

瓦
店
　
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
納
　
□
□

作
」
銘
の
留
蓋
が
あ
る
の

で
、
幕
末
に
創
業
し
、
明

治
以
降
は
森
本
姓
を
名
乗

り
、
戦
後
ま
で
続
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
な
お
、
桜

井
市
芝
の
民
家
に
「
粟
殿
　

瓦
忠
」
と
い
う
刻
印
瓦
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
別

の
瓦
屋
と
思
わ
れ
る
。

ワ
　
細
工
　
利
兵
衛
」
と
い
う
年
号
の
な
い
鬼
瓦
が
あ
り
、「
南
都
　
茂
八
」「
利
兵
衛
」
を

名
乗
る
細
工
人
の
存
在
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
郡
山
市
内
の
光
慶
寺
の
鬼
瓦
脚
裏
面
に
「
南
都
　

細
工
人
　
佐
藤
」
と
書
い
た
例
が
あ
る
。
光
慶
寺
の
建
物
は
、
奈
良
市
内
か
ら
移
築
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
鬼
瓦
に
は
「
安
政
三
（
一
八
五
六
）　
辰
年
　
興
福
院
村
　
瓦
屋
　
直
助
作
」

の
銘
が
あ
る
。

10
　
恵
泉
寺
（
山
本
大
師
堂
）
の
瓦
製
露
盤
宝
珠
を
作
っ
た
西
之
宮
の
瓦
屋
忠
七

橿
原
市
の
山
本
町
は
古
く
は
山
本
村
（
旗
本
領
）
と
い
い
、
畝
傍
山
の
北
麓
に
位
置
す
る

こ
と
か
ら
そ
の
名
が
お
き
た
。
そ
の
西
の
外
れ
に
あ
る
恵
泉
寺
に
は
、
弘
法
大
師
の
井
戸
伝

説
が
あ
っ
て
山
本
大
師
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

本
堂
の
棟
札
と
瓦
製
露
盤
が
降
ろ
さ
れ
て
お
り
、
上
棟
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
露

盤
に
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
銘
が
あ
り
、
完
成
ま
で
に
二
年
ほ
ど
か
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
棟
札
の
全
文
は
銘
文
集
成
に
ゆ
ず
る
が
、
そ
こ
に
は
、
今
井
村
の
大
工
七
名
、
村
方

九
名
、
今
井
村
の
世
話
方
一
〇
名
、
木
引
き
一
名
、
今
井
村
の
手
伝
方
棟
梁
二
名
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
。

瓦
製
露
盤
の
覆
鉢
に
は
、
山
本
大
師
と
大
書
し
、
方
形
露
盤
の
縦
框
に
銘
文
を
刻
む
（
図

105
）。
全
文
は
こ
れ
も
銘
文
集
成
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
製
作
年
と
「
和
州
　
十
市

郡
　
西
之
宮
村
　
瓦
屋
　
忠
七
　
瓦
師
　
彌
三
郎
」
の
存
在
が
知
れ
る
。
ま
た
宝
珠
部
分
な

ど
に
は
「
西
瓦
忠
」
の
刻
印
が
あ
る
。「
瓦
師
　
彌
三
郎
」
の
名
は
残
念
な
が
ら
他
に
み
え

な
い
。
な
お
大
師
堂
の
鬼
瓦
に
も
、「
西
瓦
忠
作
」「
西
瓦
忠
」
の
銘
文
が
あ
る
。

露
盤
の
縦
框
に
は
一
九
名
の
名
が
あ
り
、
う
ち
五
名
が
棟
札
の
村
方
の
名
と
重
な
る
の

で
、
こ
の
一
九
名
は
山
本
村
の
寄
進
者
と
推
定
で
き
る
。
山
本
村
の
村
人
が
発
願
、
寄
進

し
、
今
井
村
の
商
家
が
世
話
方
と
し
て
参
加
し
、
さ
ら
に
今
井
村
の
大
工
や
木
引
・
手
伝
い

が
加
わ
っ
て
竣
工
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

図
105

　 「
和
劦

　
十
市
郡

　
西
之
宮
村

　
瓦
屋

　
忠
七

　
瓦
師

彌
三
郎
（
花
押
）」　
西
瓦
忠
（
刻
印
）　
文
久
2
年

（
一
八
六
二
）
橿
原
市
山
本
町

　
山
本
大
師
堂
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初
瀬
街
道
の
街
村
で
あ
る
西
之
宮
村
（
幕
府
領
↓
津
藩
・
旗
本
領
）
と
山
本
村
（
旗
本

領
）
は
、
直
線
距
離
に
し
て
約
四
キ
ロ
離
れ
て
お
り
、
西
之
宮
村
の
瓦
屋
忠
七
と
彌
三
郎

が
、
大
師
堂
の
瓦
を
作
る
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
山
本
村
に
一
番
近

い
瓦
屋
は
南
西
に
約
一
・
八
キ
ロ
離
れ
た
箸
喰
村
の
新
七
で
あ
る
。
ま
た
北
へ
約
二
・
二
キ

ロ
離
れ
た
曽
我
村
に
利
介
（
一
八
五
〇
〜
一
八
五
七
年
）
と
い
う
瓦
屋
も
あ
っ
た
が
、
距
離

の
近
さ
だ
け
で
は
瓦
屋
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
れ
か
ら
わ
か
る
。

瓦
屋
忠
七
の
残
し
た
紀
年
銘
は
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
外
に
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
銘
文

を
記
す
と
い
う
工
程
が
省
か
れ
、
小
さ
な
刻
印
で
済
ま
す
時
代
に
差
し
掛
っ
て
い
た
頃
に
創

業
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
桜
井
市
戒
重
や
大
福
、
橿
原
市
膳
夫
町
の
民

家
や
、
同
石
原
田
町
の
浄
福
寺
な
ど
に
、「
西
瓦
忠
」「
西
宮
　
瓦
忠
」「
瓦
忠
」「
大
和
　
磯

城
郡
　
西
之
宮
　
森
本
製
」
と
い
う
刻
印
が
い
く
つ
か
残
り
、
そ
の
操
業
時
期
と
縄
張
が
ほ

ぼ
つ
か
め
る
か
ら
で
あ
る
。
桜
井
市
西
之
宮
に
森
本
家
が
現
在
も
あ
り
、
橿
原
市
飛
騨
の
善

行
寺
に
「
西
之
宮
　
森
本

瓦
店
　
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
納
　
□
□

作
」
銘
の
留
蓋
が
あ
る
の

で
、
幕
末
に
創
業
し
、
明

治
以
降
は
森
本
姓
を
名
乗

り
、
戦
後
ま
で
続
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
な
お
、
桜

井
市
芝
の
民
家
に
「
粟
殿
　

瓦
忠
」
と
い
う
刻
印
瓦
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
別

の
瓦
屋
と
思
わ
れ
る
。

ワ
　
細
工
　
利
兵
衛
」
と
い
う
年
号
の
な
い
鬼
瓦
が
あ
り
、「
南
都
　
茂
八
」「
利
兵
衛
」
を

名
乗
る
細
工
人
の
存
在
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
郡
山
市
内
の
光
慶
寺
の
鬼
瓦
脚
裏
面
に
「
南
都
　

細
工
人
　
佐
藤
」
と
書
い
た
例
が
あ
る
。
光
慶
寺
の
建
物
は
、
奈
良
市
内
か
ら
移
築
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
鬼
瓦
に
は
「
安
政
三
（
一
八
五
六
）　
辰
年
　
興
福
院
村
　
瓦
屋
　
直
助
作
」

の
銘
が
あ
る
。

10
　
恵
泉
寺
（
山
本
大
師
堂
）
の
瓦
製
露
盤
宝
珠
を
作
っ
た
西
之
宮
の
瓦
屋
忠
七

橿
原
市
の
山
本
町
は
古
く
は
山
本
村
（
旗
本
領
）
と
い
い
、
畝
傍
山
の
北
麓
に
位
置
す
る

こ
と
か
ら
そ
の
名
が
お
き
た
。
そ
の
西
の
外
れ
に
あ
る
恵
泉
寺
に
は
、
弘
法
大
師
の
井
戸
伝

説
が
あ
っ
て
山
本
大
師
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

本
堂
の
棟
札
と
瓦
製
露
盤
が
降
ろ
さ
れ
て
お
り
、
上
棟
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
露

盤
に
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
銘
が
あ
り
、
完
成
ま
で
に
二
年
ほ
ど
か
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
棟
札
の
全
文
は
銘
文
集
成
に
ゆ
ず
る
が
、
そ
こ
に
は
、
今
井
村
の
大
工
七
名
、
村
方

九
名
、
今
井
村
の
世
話
方
一
〇
名
、
木
引
き
一
名
、
今
井
村
の
手
伝
方
棟
梁
二
名
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
。

瓦
製
露
盤
の
覆
鉢
に
は
、
山
本
大
師
と
大
書
し
、
方
形
露
盤
の
縦
框
に
銘
文
を
刻
む
（
図

105
）。
全
文
は
こ
れ
も
銘
文
集
成
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
製
作
年
と
「
和
州
　
十
市

郡
　
西
之
宮
村
　
瓦
屋
　
忠
七
　
瓦
師
　
彌
三
郎
」
の
存
在
が
知
れ
る
。
ま
た
宝
珠
部
分
な

ど
に
は
「
西
瓦
忠
」
の
刻
印
が
あ
る
。「
瓦
師
　
彌
三
郎
」
の
名
は
残
念
な
が
ら
他
に
み
え

な
い
。
な
お
大
師
堂
の
鬼
瓦
に
も
、「
西
瓦
忠
作
」「
西
瓦
忠
」
の
銘
文
が
あ
る
。

露
盤
の
縦
框
に
は
一
九
名
の
名
が
あ
り
、
う
ち
五
名
が
棟
札
の
村
方
の
名
と
重
な
る
の

で
、
こ
の
一
九
名
は
山
本
村
の
寄
進
者
と
推
定
で
き
る
。
山
本
村
の
村
人
が
発
願
、
寄
進

し
、
今
井
村
の
商
家
が
世
話
方
と
し
て
参
加
し
、
さ
ら
に
今
井
村
の
大
工
や
木
引
・
手
伝
い

が
加
わ
っ
て
竣
工
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

図
105

　 「
和
劦

　
十
市
郡

　
西
之
宮
村

　
瓦
屋

　
忠
七

　
瓦
師

彌
三
郎
（
花
押
）」　
西
瓦
忠
（
刻
印
）　
文
久
2
年

（
一
八
六
二
）
橿
原
市
山
本
町

　
山
本
大
師
堂
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本
堂
に
大
棟
と
隅
棟
、
降
棟
、
妻
降
棟
な
ど
、
建
立
時
の
鬼
瓦
す
べ
て
が
残
っ
て
い
る
例

を
調
べ
る
と
、
そ
の
す
べ
て
に
全
文
を
揃
え
た
銘
文
が
記
さ
れ
る
例
は
な
い
。
完
成
直
後
の

ま
だ
軟
ら
か
い
鬼
瓦
に
、
銘
文
を
刻
む
の
は
か
な
り
面
倒
な
作
業
で
あ
り
、
大
棟
や
境
内
の

正
面
な
ど
、
銘
文
が
目
立
ち
や
す
い
場
所
を
除
く
と
、
名
前
だ
け
で
年
号
を
省
略
し
た
例
が

多
い
。
銘
文
の
省
略
、
刻
印
で
済
ま
す
。
こ
れ
が
工
程
の
省
略
に
つ
な
が
り
、
や
が
て
銘
文

を
も
つ
鬼
瓦
の
急
激
な
減
少
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

11
　
大
泉
村
の
瓦
屋

桜
井
市
大
泉
の
瓦
屋
で
古
い
の
は
、
同
市
芝
の
慶
田
寺
の
「
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）

大
泉
村
　
瓦
や
　
藤
治
ろ
」
で
あ
り
、
同
一
五
年
（
一
八
一
八
）
の
橿
原
市
東
竹
田
町
の
融

宣
寺
の
「
か
わ
ら
屋
　
藤
次
郎
」
も
同
一
人
物
と
み
ら
れ
、
こ
れ
に
は
「
大
泉
村
　
藤
治

郎
」
と
い
う
刻
印
が
伴
う
。
ま
た
「
大
泉
瓦
　
瓦
藤
」
と
い
う
銘
文
も
お
な
じ
瓦
屋
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
古
く
遡
る
の
は
、
橿
原
市
中
曽
司
町
の
正
福
寺
獅
子
口
の
「
安
政
六
年
（
一
八
五

九
）　
大
泉
　
鬼
久
之
作
　
松
瓦
善
」
の
鬼
久
で
あ
る
。「
松
瓦
善
」
は
高
取
町
下
小
島
の
長

円
禅
寺
に
残
る
「
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）　
瓦
焼
　
松
山
村
　
善
八
」
と
い
う
瓦
工
の
三

字
略
称
か
と
思
わ
れ
る
。
大
泉
村
と
正
福
寺
は
五
・
五
キ
ロ
、
大
泉
村
と
松
山
村
は
一
〇
キ

ロ
と
遠
く
離
れ
て
お
り
、
①
高
市
郡
の
松
山
村
以
外
に
も
、
②
十
市
郡
の
松
本
村
（
田
原
本

町
松
本
）
や
、
③
式
上
郡
の
松
ノ
本
村
（
桜
井
市
松
之
本
）
な
ど
、
松
の
字
を
有
す
る
村
名

も
あ
り
、
と
く
に
③
の
松
ノ
本
村
は
大
泉
に
二
キ
ロ
と
近
い
が
、
②
と
③
の
村
で
の
瓦
作
り

が
確
か
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
瓦
焼
　
松
山
村
　
善
八
」
と
い
う
銘
文
の
存
在
を

尊
重
し
て
①
の
高
市
郡
の
松
山
村
と
推
定
し
て
お
こ
う
。
と
す
れ
ば
、
や
や
遠
い
が
、
高
市

郡
松
山
村
の
瓦
屋
の
下
請
け
を
し
た
「
大
泉
　
鬼
久
」
を
名
乗
る
細
工
人
の
存
在
が
判
明
す

鬼
瓦
余
聞
　
　
其
の
三
　
バ
ケ
ッ
ト
も
っ
て
こ
い
事
件

明
治
に
入
る
と
、
な
ぜ
か
鬼
瓦
に
銘
文
を
刻
む
例
が
激
減
し
、
そ
れ
以
降
の
瓦
屋
の
動
向

や
、
鬼
瓦
の
変
化
が
つ
か
み
に
く
く
な
る
。
そ
ん
な
感
じ
を
持
ち
始
め
て
い
た
頃
、
桜
井
市

大
福
の
元
造
り
酒
屋
の
Ｍ
家
主
屋
の
大
棟
に
銘
文
が
あ
る
明
治
期
の
家
紋
鬼
瓦
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
し
か
し
、
道
が
狭
く
引
き
が
な
い
。
ま
た
明
治
期
の
鬼
瓦
は
、
本
体
の
両
側

に
別
作
り
の
脚
の
雲
形
が
せ
り
上
が
る
例
が
多
く
、
そ
れ
が
邪
魔
し
て
本
体
右
側
面
の
銘
文

が
読
め
な
い
。
苦
労
し
て
「
明
治
」
ま
で
は
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
下
が
ま
っ
た
く
読
め
な

い
。
調
査
開
始
後
約
一
ヵ
月
が
た
っ
た
頃
の
話
で
あ
る
。

自
転
車
の
荷
台
に
の
っ
て
も
見
え
な
い
。
調
査
で
大
福
を
通
る
た
び
に
双
眼
鏡
を
使
っ
て

覗
く
の
だ
が
見
え
な
い
。
あ
る
日
、
Ｍ
家
の
脚
立
を
借
り
て
覗
い
た
が
そ
れ
で
も
見
え
な

い
。
そ
の
時
、
近
く
で
電
気
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
わ
け
を
話

し
、
双
眼
鏡
を
渡
し
て
電
柱
上
か
ら
銘
文
が
読
め
な
い
か
聞
い
て
み
た
。
や
は
り
遠
く
て
見

え
な
い
と
い
う
返
事
に
あ
き
ら
め
か
け
て
い
る
と
、
年
長
の
人
が
、「
わ
か
り
ま
し
た
。
協

力
し
ま
し
ょ
う
。
バ
ケ
ッ
ト
も
っ
て
こ
い
」
と
指
示
し
た
。
す
る
と
、
す
ぐ
近
く
に
停
め
て

あ
っ
た
高
所
作
業
車
が
走
っ
て
来
た
（
図
106
）。
乗
り
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
無
理
と
い
う

こ
と
で
カ
メ
ラ
を
渡
し
た
。
写
真
に
は
「
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）」
と
い
う
年
号
が

写
っ
て
い
た
（
図
107
）。
こ
れ
が
今
の
と
こ
ろ
紀
年
銘
の
あ
る
明
治
最
後
の
鬼
瓦
で
あ
る
。

正
面
に
刻
印
が
あ
り
、
桜
井
市
横
内
（
横
大
路
か
ら
転
訛
）
の
岡
橋
瓦
屋
の
製
品
で
あ
る
こ

と
も
わ
か
っ
た
。
蛇
の
目
（
輪
貫
）
と
木
瓜
紋
を
飾
る
軒
桟
瓦
に
も
「
横
岡
治
」
の
刻
印
が

あ
る
。

明
治
以
降
の
鬼
瓦
に
急
に
銘
文
が
少
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
幕
末
の
混
乱

の
影
響
が
及
ん
だ
の
は
確
か
で
あ
り
、
明
治
一
〇
年
ま
で
の
銘
文
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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戦
後
は
セ
メ
ン
ト
瓦
や
三
州
瓦
・
淡
路
瓦
な
ど
機
械
化
に
よ
る
低
価
格
な
瓦
と
の
競
争
に

敗
れ
、
ま
た
宅
地
化
の
進
行
に
よ
る
原
料
粘
土
の
不
足
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
終
的

に
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
で
採
算
が
取
れ
な
く
な
り
、
今
で
は
、
初
瀬
街
道
に
面
す
る
岡
井
瓦
工

業
が
瓦
葺
き
だ
け
を
続
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
全
国
で
も
み
ら
れ
た

（
長
野
市
立
博
物
館
一
九
九
八
）。
こ
う
し
て
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
頃
に
産
声
を
あ
げ

た
大
和
三
山
周
辺
に
お
け
る
近
世
瓦
屋
は
、
幾
多
の
波
を
乗
り
越
え
姿
を
変
え
な
が
ら
昭
和

五
〇
年
（
一
九
七
五
）
頃
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
歴
史
は
お
よ
そ
三
四
〇
年
続
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
四
　
謎
の
久
米
仙
（
図
110
）

「
細
工
人
　
久
米
仙
」（
図
108
）
と
い
う
銘
文
や
、「
細
工
請
合
　
久
米
仙
」「
細
工
二
代
　

久
米
仙
」
と
い
う
刻
印
が
、
桜
井
市
か
ら
明
日
香
村
・
橿
原
市
・
御
所
市
に
か
け
て
広
く
分

布
す
る
（
図
110
）。「
細
工
請
合
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
道
具
瓦
の
竜
の
鱗
や
亀
の
甲
羅
、

鳳
凰
の
羽
な
ど
に
繊
細
な
細
工
を
施
す
の
が
特
色
で
あ
る
（
図
109
）。
し
か
し
、
す
で
に
銘

文
を
刻
む
と
い
う
工
程
が
完
全
に
省
か
れ
た
大
正
年
間
以
降
の
製
品
で
あ
り
、
年
代
を
特
定

で
き
な
い
。「
久
米
仙
」
と
い
え
ば
、
琉
球
泡
盛
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
ま
た
久
米
仙
人
伝

説
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
瓦
屋
で
久
米
仙
を
名
乗
る
の
は
な
ぜ
か
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。

そ
の
謎
が
、
意
外
な
と
こ
ろ
で
解
き
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

久
米
仙
と
い
う
瓦
屋
は
桜
井
市
大
泉
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
元
同
僚

の
近
畿
大
学
文
芸
学
部
芸
術
学
科
で
陶
芸
を
担
当
す
る
上
田
順
康
さ
ん
で
あ
る
。
上
田
先
生

の
話
に
よ
れ
ば
、
祖
父
の
仙
太
郎
が
橿
原
市
久
米
の
瓦
屋
に
弟
子
入
り
し
、
の
ち
独
立
し
て

出
身
地
の
大
泉
で
瓦
屋
を
始
め
た
。
修
業
中
に
ダ
ル
マ
窯
の
築
き
方
も
学
ん
だ
こ
と
、
農
閑

期
に
親
戚
や
近
所
の
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
久
米
の

る
（
図
40
‐
15
）。
な
お
「
鬼
久
」

の
名
は
、
桜
井
市
粟
殿
の
極
楽
寺

本
堂
の
「
安
政
六
年
（
一
八
五

九
）」
銘
を
も
つ
鯱
や
、
同
市
桜
井

の
大
願
寺
の
留
蓋
に
も
み
え
る

（
図
39
‐
11
）。

こ
の
ほ
か
に
、「
大
瓦
治
　
常
門
　

新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
文
が
あ
り
、

新
兵
衛
の
生
存
期
間
か
ら
、「
大
瓦

治
」
も
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

頃
に
は
瓦
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
大
泉
　
瓦

千
」「
大
泉
　
栄
嶋
」「
大
瓦
善
」

「
大
瓦
次
」「
大
玉
作
」
な
ど
の
刻

印
を
押
し
た
細
か
い
細
工
を
施
し

た
鬼
瓦
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
大

泉
村
の
瓦
屋
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
大
泉
に
は
一
〇
軒
を

こ
え
る
瓦
屋
が
あ
っ
た
と
推
定
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
初
瀬

街
道
（
横
大
路
）
沿
い
に
も
、
西
之
宮
の
忠
兵
衛
や
川
島
瓦
屋
、
岡
島
瓦
屋
な
ど
が
多
数
出

現
し
た
こ
と
が
刻
印
や
聞
き
取
り
調
査
で
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
江
戸
時
代

か
ら
続
く
瓦
屋
も
含
め
、
戦
争
中
の
燃
料
不
足
や
働
き
手
を
兵
隊
に
取
ら
れ
た
り
し
て
廃
業

に
追
い
込
ま
れ
た
。

図106　 桜井市大福　民家　高所作業車
で鬼瓦の銘文を撮る

図107　「明治四十年（1907）一月吉日」
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戦
後
は
セ
メ
ン
ト
瓦
や
三
州
瓦
・
淡
路
瓦
な
ど
機
械
化
に
よ
る
低
価
格
な
瓦
と
の
競
争
に

敗
れ
、
ま
た
宅
地
化
の
進
行
に
よ
る
原
料
粘
土
の
不
足
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
終
的

に
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
で
採
算
が
取
れ
な
く
な
り
、
今
で
は
、
初
瀬
街
道
に
面
す
る
岡
井
瓦
工

業
が
瓦
葺
き
だ
け
を
続
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
全
国
で
も
み
ら
れ
た

（
長
野
市
立
博
物
館
一
九
九
八
）。
こ
う
し
て
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
頃
に
産
声
を
あ
げ

た
大
和
三
山
周
辺
に
お
け
る
近
世
瓦
屋
は
、
幾
多
の
波
を
乗
り
越
え
姿
を
変
え
な
が
ら
昭
和

五
〇
年
（
一
九
七
五
）
頃
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
歴
史
は
お
よ
そ
三
四
〇
年
続
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

鬼
瓦
余
聞
　
其
の
四
　
謎
の
久
米
仙
（
図
110
）

「
細
工
人
　
久
米
仙
」（
図
108
）
と
い
う
銘
文
や
、「
細
工
請
合
　
久
米
仙
」「
細
工
二
代
　

久
米
仙
」
と
い
う
刻
印
が
、
桜
井
市
か
ら
明
日
香
村
・
橿
原
市
・
御
所
市
に
か
け
て
広
く
分

布
す
る
（
図
110
）。「
細
工
請
合
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
道
具
瓦
の
竜
の
鱗
や
亀
の
甲
羅
、

鳳
凰
の
羽
な
ど
に
繊
細
な
細
工
を
施
す
の
が
特
色
で
あ
る
（
図
109
）。
し
か
し
、
す
で
に
銘

文
を
刻
む
と
い
う
工
程
が
完
全
に
省
か
れ
た
大
正
年
間
以
降
の
製
品
で
あ
り
、
年
代
を
特
定

で
き
な
い
。「
久
米
仙
」
と
い
え
ば
、
琉
球
泡
盛
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
ま
た
久
米
仙
人
伝

説
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
瓦
屋
で
久
米
仙
を
名
乗
る
の
は
な
ぜ
か
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。

そ
の
謎
が
、
意
外
な
と
こ
ろ
で
解
き
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

久
米
仙
と
い
う
瓦
屋
は
桜
井
市
大
泉
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
元
同
僚

の
近
畿
大
学
文
芸
学
部
芸
術
学
科
で
陶
芸
を
担
当
す
る
上
田
順
康
さ
ん
で
あ
る
。
上
田
先
生

の
話
に
よ
れ
ば
、
祖
父
の
仙
太
郎
が
橿
原
市
久
米
の
瓦
屋
に
弟
子
入
り
し
、
の
ち
独
立
し
て

出
身
地
の
大
泉
で
瓦
屋
を
始
め
た
。
修
業
中
に
ダ
ル
マ
窯
の
築
き
方
も
学
ん
だ
こ
と
、
農
閑

期
に
親
戚
や
近
所
の
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
久
米
の

る
（
図
40
‐
15
）。
な
お
「
鬼
久
」

の
名
は
、
桜
井
市
粟
殿
の
極
楽
寺

本
堂
の
「
安
政
六
年
（
一
八
五

九
）」
銘
を
も
つ
鯱
や
、
同
市
桜
井

の
大
願
寺
の
留
蓋
に
も
み
え
る

（
図
39
‐
11
）。

こ
の
ほ
か
に
、「
大
瓦
治
　
常
門
　

新
兵
衛
作
」
と
い
う
銘
文
が
あ
り
、

新
兵
衛
の
生
存
期
間
か
ら
、「
大
瓦

治
」
も
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

頃
に
は
瓦
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
大
泉
　
瓦

千
」「
大
泉
　
栄
嶋
」「
大
瓦
善
」

「
大
瓦
次
」「
大
玉
作
」
な
ど
の
刻

印
を
押
し
た
細
か
い
細
工
を
施
し

た
鬼
瓦
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
大

泉
村
の
瓦
屋
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
大
泉
に
は
一
〇
軒
を

こ
え
る
瓦
屋
が
あ
っ
た
と
推
定
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
初
瀬

街
道
（
横
大
路
）
沿
い
に
も
、
西
之
宮
の
忠
兵
衛
や
川
島
瓦
屋
、
岡
島
瓦
屋
な
ど
が
多
数
出

現
し
た
こ
と
が
刻
印
や
聞
き
取
り
調
査
で
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
江
戸
時
代

か
ら
続
く
瓦
屋
も
含
め
、
戦
争
中
の
燃
料
不
足
や
働
き
手
を
兵
隊
に
取
ら
れ
た
り
し
て
廃
業

に
追
い
込
ま
れ
た
。

図106　 桜井市大福　民家　高所作業車
で鬼瓦の銘文を撮る

図107　「明治四十年（1907）一月吉日」
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れ
な
か
っ
た
。
た
だ
お
な
じ
粘
土
を
原
料
と
す
る
陶
芸
家
の
途
を
選
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

因
縁
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
久
米
の
瓦
屋
に
関
す
る
記
憶
を
書
き
残
し
て
お
く
。
二
〇
〇
四
年
の
秋
、
飛
鳥

の
溜
池
や
堰
の
調
査
で
こ
の
辺
り
を
歩
い
た
時
、
久
米
寺
境
内
の
北
西
、
近
鉄
南
大
阪
線
の

線
路
の
南
に
、「
久
米
仙
人
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
住

人
は
す
で
に
な
く
、
凝
っ
た
瓦
が
葺
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
久
米
瓦
屋
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
端
面
に
「
久
米
瓦
弁
」
の
刻
印
の
あ
る
桟
瓦
が
あ
り
、
消
え
か
け
た
表
札
に
「
卯

之
助
」
と
あ
っ
た
。

こ
の
「
久
米
瓦
弁
」
を
手
掛
か
り
に
調
べ
る
と
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
発
行
の
『
実

業
重
宝
』
の
瓦
製
造
業
の
欄
に
み
え
る
「
瓦
辨
　
宮
本
辨
次
郎
　
四
代
創
業
」
と
あ
る
の
が

こ
の
刻
印
の
主
と
思
わ
れ
る
（
松
本
一
九
一
七
）。
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
『
瓦
業

総
覧
』
に
は
、「
白
橿
村
　
宮
本
徳
太
郎
」
と
あ
り
、
宮
本
善
治
・
正
二
・
某
・
辨
次
郎
・

徳
太
郎
・
卯
之
助
と
い
う
系
譜
が
た
ど
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
井
上
一
九
二
七
）。
し
か

し
残
念
な
が
ら
仙
人
屋
敷
は
取
り
壊
さ
れ
、
い
ま
や
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
ら
の
縄
張
を
図
111
に
示
し
て
お
く
。

12
　
た
っ
た
一
つ
の
鬼
瓦
し
か
残
さ
な
か
っ
た
瓦
工
も
い
た

六
年
間
の
調
査
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
た
瓦
屋
・
瓦
師
・
瓦
工
・
細
工
人
は
百
人
を
超
え

た
。
そ
の
中
に
は
、
仁
王
堂
清
助
の
よ
う
に
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
銘
の
一
対
の
鬼
瓦

だ
け
を
残
す
人
物
も
い
る
（
図
112
）。

仁
王
堂
は
、
桜
井
市
の
安
倍
文
珠
院
の
北
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
仁
王
門
に
因
む
地
名

で
あ
る
。
横
大
路
か
ら
阿
部
・
山
田
道
が
分
岐
す
る
街
角
に
建
つ
、
見
落
と
し
そ
う
な
小
さ

な
地
蔵
堂
の
屋
根
に
彼
の
生
き
た
証
が
今
も
残
る
。
こ
の
辺
り
は
今
回
の
調
査
で
最
も
濃
密

瓦
屋
と
い
え
ば
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
銘
文
を
残

す
「
久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
（
宮
本
氏
　
善
次
と
も
名
乗
っ
た
）」
や
「
久
米
村
　
正
二
」

の
子
孫
と
思
わ
れ
、
そ
こ
で
修
業
し
た
の
で
「
久
米
」
を
冠
し
、
自
分
の
名
前
の
仙
太
郎
か

ら
一
字
を
取
り
「
久
米
仙
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
謎
は
解
け
た
。

大
正
一
五
年
七
月
（
一
九
二
六
）
の
奈
良
県
瓦
業
者
名
簿
に
は
、
磯
城
郡
織
田
村
大
泉
の

瓦
屋
と
し
て
、
岡
田
寅
吉
・
外
島
柳
之
助
・
外
島
菊
次
郎
・
上
田
仙
太
郎
・
福
井
佐
太
郎
・

杉
本
豊
次
郎
の
六
人
の
名
が
み
え
、
こ
の
頃
、
大
泉
で
盛
ん
に
瓦
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
（
表
１
）。
し
た
が
っ
て
、「
久
米
仙
」
の
創
業
は
こ
れ
以
前
に
遡
る
。

今
回
の
調
査
で
、
上
街
道
（
上
ツ
道
）
や
中
街
道
（
下
ツ
道
）、
横
大
路
の
交
差
点
や
そ

の
近
く
の
街
村
に
ま
ず
瓦
葺
き
が
普
及
し
、
街
道
筋
か
ら
離
れ
た
農
村
地
域
で
は
そ
れ
が
遅

れ
た
こ
と
が
つ
か
め
た
。
大
泉
村
は
古
代
の
中
ツ
道
に
近
い
。
し
か
し
中
ツ
道
は
早
く
廃
れ

た
の
で
、
周
辺
の
農
村
へ
の
瓦
葺
き
が
遅
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
地
域
へ
の
瓦
の
供

給
源
と
し
て
大
泉
が
粘
土
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
正
年
間
に
瓦
屋
が
急
増
し
た

の
で
あ
る
。

橿
原
市
北
八
木
町
の
正
福
寺
薬
師
堂
の
鬼
瓦
に
「
久
米
仙
　
細
工
請
合
」
と
「
葛
本
　
瓦

久
製
」
と
い
う
刻
印
を
押
す
例
が
あ
る
の
で
、
橿
原
市
葛
本
で
「
久
」
の
一
字
を
も
つ
瓦
屋

の
下
請
け
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
110
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
各
地

の
瓦
屋
と
の
協
業
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
仕
事
の
範
囲
は
橿
原
市
か
ら
御
所
市
方
面
に

広
が
り
、
近
世
の
瓦
屋
の
縄
張
に
く
ら
べ
か
な
り
広
い
。

上
田
先
生
の
話
に
よ
れ
ば
、
久
米
仙
は
祖
父
か
ら
父
親
ま
で
二
代
続
い
た
。
し
か
し
、
瓦

葺
き
の
普
及
に
つ
れ
需
要
は
減
少
し
、
公
害
防
止
法
の
成
立
で
黒
煙
を
吐
く
瓦
屋
は
嫌
わ

れ
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
の
第
一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
で
燃
料
が
高
騰
し
て
つ
い
に
廃

業
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
久
米
仙
の
瓦
作
り
は
、
二
代
に
わ
た
り
、
約

半
世
紀
続
い
た
こ
と
に
な
る
。
創
業
者
仙
太
郎
の
孫
に
あ
た
る
上
田
先
生
は
三
代
目
に
は
な
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に
も
瓦
屋
が
登
場
す
る
こ
と
も

わ
か
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
そ
の

す
べ
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
全
貌
は
第
二
部

を
お
待
ち
頂
き
た
い
。

第
二
部
の
内
容
　
人
類
が
作
っ

た
モ
ノ
は
必
ず
変
化
す
る

本
稿
は
、
歩
き
始
め
て
か
ら

六
年
の
調
査
成
果
の
前
半
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
書
き
始

め
て
か
ら
で
も
二
年
を
過
ぎ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
仕
事
だ
け
に
熱
中
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
中
断
し
て
い
た
時
期
も
長

い
。
暇
を
見
つ
け
、
あ
れ
こ
れ
楽
し
み
な
が
ら
書
き
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
本
文
だ
け
で
九

万
字
を
超
え
、
こ
れ
に
年
表
と
図
表
を
加
え
る
と
か
な
り
の
長
さ
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
で
一
旦
区
切
り
、
あ
と
は
第
二
部
に
回
す
こ
と
に
し
た
。
第
二

部
で
は
、
残
り
の
瓦
屋
の
紹
介
と
、
鬼
面
紋
鬼
瓦
と
各
種
の
吉
祥
紋
鬼
瓦
、
そ
れ
に
獅
子

口
・
鯱
・
留
蓋
な
ど
の
型
式
変
化
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
紀
年
銘
を
も
つ
鬼

瓦
を
年
代
順
に
並
べ
れ
ば
、
そ
の
変
化
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
編
年
（
近

世
鬼
瓦
の
三
山
地
域
編
年
）
は
造
作
な
く
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
こ
れ
を
他
の
地
域
の

鬼
瓦
と
比
較
し
た
り
す
る
楽
し
み
が
あ
る
。

人
類
が
作
っ
た
モ
ノ
は
必
ず
変
化
す
る
と
い
う
大
原
則
が
あ
る
。
こ
れ
に
頼
っ
て
考
古
学

は
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
そ
の
変
化
の
原
動
力
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
？
そ
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
拡
散
す
る
の
か
？
そ
の
速
度
は
？
と
い
っ
た
課
題
も

に
歩
い
た
地
域
で
あ

り
、
彼
の
製
品
が
こ
れ

か
ら
発
見
さ
れ
る
可
能

性
は
極
め
て
低
い
。

清
助
は
そ
の
仁
王
堂

出
身
の
細
工
人
だ
っ
た

と
思
わ
れ
、
国
宝
十
一

面
観
音
菩
薩
像
で
有
名

な
桜
井
市
下
の
聖
林
寺

鐘
堂
の
鬼
瓦
に
残
る

「
仁
王
堂
　
細
工
人
　

平
助
」
は
彼
の
親
族
と

思
わ
れ
る
が
、
平
助
の

製
品
も
ま
だ
一
例
し
か

知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
か
な
り
の
数

の
銘
文
を
残
し
な
が
ら

も
、
今
回
取
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

瓦
工
も
多
い
。
特
に

大お
お
か
い海
村
（
現
天
理
市
）

の
惣
兵
衛
は
柳
本
藩
と
の
、
土
佐
村
（
現
高
取
町
）
の
川
合
半
兵
衛
は
高
取
藩
と
の
、
御
坊

村
の
久
左
衛
門
は
大
和
五
ヶ
所
御
坊
の
ひ
と
つ
で
あ
る
畝
傍
御
坊
信
光
寺
と
の
つ
な
が
り
が

考
え
ら
れ
、
ま
た
江
戸
時
代
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
空
白
で
あ
っ
た
山
間
部

図108　 「細工人　久米仙」　大和高田
市曙町　宗願寺

図109　 「細工　久米仙」刻印　「大和　南葛城郡　掖
上村柏原　瓦半」刻印　高取町　越智　民家

図112　 「仁王堂　清助」　享保6年（1721）　桜
井市戒重仁王堂　地蔵堂
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こ
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。
こ
こ
に
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の

す
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を
紹
介
す
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こ
と
は
で
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な
い
の
で
、
全
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は
第
二
部

を
お
待
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た
い
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第
二
部
の
内
容
　
人
類
が
作
っ
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モ
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は
必
ず
変
化
す
る

本
稿
は
、
歩
き
始
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か
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六
年
の
調
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成
果
の
前
半
を
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も
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で
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る
。
書
き
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で
も
二
年
を
過
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。

も
ち
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、
こ
の
仕
事
だ
け
に
熱
中
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
中
断
し
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た
時
期
も
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。
暇
を
見
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け
、
あ
れ
こ
れ
楽
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み
な
が
ら
書
き
続
け
て
い
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う
ち
に
、
本
文
だ
け
で
九
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字
を
超
え
、
こ
れ
に
年
表
と
図
表
を
加
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る
と
か
な
り
の
長
さ
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
で
一
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区
切
り
、
あ
と
は
第
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に
回
す
こ
と
に
し
た
。
第
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で
は
、
残
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の
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屋
の
紹
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と
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面
紋
鬼
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と
各
種
の
吉
祥
紋
鬼
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、
そ
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に
獅
子

口
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留
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の
型
式
変
化
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
紀
年
銘
を
も
つ
鬼

瓦
を
年
代
順
に
並
べ
れ
ば
、
そ
の
変
化
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
編
年
（
近

世
鬼
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の
三
山
地
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編
年
）
は
造
作
な
く
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
こ
れ
を
他
の
地
域
の

鬼
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と
比
較
し
た
り
す
る
楽
し
み
が
あ
る
。

人
類
が
作
っ
た
モ
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は
必
ず
変
化
す
る
と
い
う
大
原
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が
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る
。
こ
れ
に
頼
っ
て
考
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は
発
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く
の
で
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で
は
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化
の
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で
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の
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に
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の
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度
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の
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だ
っ
た

と
思
わ
れ
、
国
宝
十
一

面
観
音
菩
薩
像
で
有
名

な
桜
井
市
下
の
聖
林
寺

鐘
堂
の
鬼
瓦
に
残
る

「
仁
王
堂
　
細
工
人
　

平
助
」
は
彼
の
親
族
と

思
わ
れ
る
が
、
平
助
の

製
品
も
ま
だ
一
例
し
か

知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
か
な
り
の
数

の
銘
文
を
残
し
な
が
ら

も
、
今
回
取
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

瓦
工
も
多
い
。
特
に

大お
お
か
い海
村
（
現
天
理
市
）

の
惣
兵
衛
は
柳
本
藩
と
の
、
土
佐
村
（
現
高
取
町
）
の
川
合
半
兵
衛
は
高
取
藩
と
の
、
御
坊

村
の
久
左
衛
門
は
大
和
五
ヶ
所
御
坊
の
ひ
と
つ
で
あ
る
畝
傍
御
坊
信
光
寺
と
の
つ
な
が
り
が

考
え
ら
れ
、
ま
た
江
戸
時
代
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
空
白
で
あ
っ
た
山
間
部

図108　 「細工人　久米仙」　大和高田
市曙町　宗願寺

図109　 「細工　久米仙」刻印　「大和　南葛城郡　掖
上村柏原　瓦半」刻印　高取町　越智　民家

図112　 「仁王堂　清助」　享保6年（1721）　桜
井市戒重仁王堂　地蔵堂
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『
古
代
』
第
九
七
号
　
早
稲
田
大
学
考
古
学
会

大
脇
潔
　
二
〇
〇
八
「
対
馬
甍
紀
行
―
石
屋
根
と
「
南
北
に
市
糴
」
し
た
瓦
―
」『
民
俗
文

化
』
第
二
〇
号
　
近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所

大
脇
潔
　
二
〇
一
二
「
周
防
・
長
門
甍
紀
行
―
吉
川
広
家
・
大
内
義
弘
と
山
本
勉
弥
―
」

『
民
俗
文
化
』
第
二
四
号
　
近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所

大
脇
潔
　
二
〇
一
三
「
み
ち
の
く
甍
紀
行
―
宮
城
・
福
島
県
の
被
災
地
を
歩
い
て
―
」『
民

俗
文
化
』
第
二
五
号
　
近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所

岡
寺
　
一
九
八
六
『
岡
寺
の
霊
宝
』
便
利
堂

奥
野
義
雄
　
一
九
七
九
「「

急
如
律
令
」
の
屋
瓦
」『
古
代
研
究
　
特
集
　
鎮
壇
・
呪
符
』

一
八
　
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
考
古
学
研
究
室

角
川
書
店
編
集
部
　
一
九
六
一
『
日
本
絵
巻
物
全
集
　
第
四
巻
　
伴
大
納
言
絵
詞
』
角
川
書

店
角
川
書
店
編
集
部
　
一
九
六
八
『
日
本
絵
巻
物
全
集
　
第
十
四
巻
　
年
中
行
事
絵
巻
』
角
川

書
店

小
林
章
男
　
一
九
八
一
『
鬼
瓦
』
大
蔵
経
済
出
版

小
林
章
男
　
一
九
八
二
「
鬼
瓦
を
た
ど
っ
て
」『
鬼
・
鬼
瓦
』
INA
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
二
巻
二
号

小
林
章
男
　
一
九
九
一
『
続
鬼
瓦
』
私
家
版

小
林
章
男
　
二
〇
〇
八
「
棟
端
飾
瓦
（
鬼
瓦
）
の
起
源
に
つ
い
て
」
唐
古
・
鍵
考
古
学

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
　
平
成
二
〇
年
度
　
春
季
企
画
展
　
講
演
会
資
料

駒
井
和
愛
編
　
一
九
五
四
『
邯
鄲
』
東
方
考
古
学
叢
刊
乙
種
第
七
冊
　
東
亜
考
古
学
会

近
藤
滋
　
一
九
七
六
「
愛
知
郡
湖
東
町
小
八
木
廃
寺
調
査
報
告
」『
昭
和
四
九
年
度
滋
賀
県

文
化
財
調
査
年
報
』

佐
川
正
敏
　
一
九
九
二
「
法
隆
寺
の
瓦
大
工
橘
氏
の
活
躍
」『
法
隆
寺
の
至
宝
　
第
一
五
巻
　

瓦
』
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
た
銘
文
集
成
も
併
せ
掲
載
し
た
い
。

後
記
　
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
水
平
社
博
物
館
を
は
じ
め
、
左
記
の
方
々
に
文
献

の
複
写
、
情
報
の
提
供
等
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
図
の
大
半
は
、
公
益
財
団

法
人
八
尾
市
文
化
財
調
査
研
究
会
の
樋
口
薫
さ
ん
（
文
芸
学
部
文
化
学
科
四
期
生
）
の
ご
厚

意
を
得
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
最
後
に
、
突

然
の
訪
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
快
く
調
査
を
許
し
て
下
さ
っ
た
各
寺
社
の
管
理
者
の
み
な
さ

ん
に
も
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

相
原
嘉
之
　
網
伸
也
　
井
内
潔
　
石
野
欣
秀
　
今
井
晃
樹
　
上
村
和
直
　
岡
島
永
昌
　
古

閑
正
浩
　
近
藤
康
司
　
櫻
井
恵
　
清
水
昭
博
　
清
野
陽
一
　
中
畔
明
日
香
　
西
田
紀
子
　
箱

崎
和
久
　
原
田
憲
二
郎
　
樋
口
薫
　
福
井
正
浩
　
宮
本
敬
一
　
藪
中
五
百
樹

参
考
文
献

芦
田
淳
一
　
二
〇
〇
三
「
大
和
の
近
世
瓦
―
編
年
方
法
と
瓦
師
の
動
向
―
」『
関
西
近
世
考

古
学
研
究
Ⅺ
』
関
西
近
世
考
古
学
研
究
会

芦
田
淳
一
　
二
〇
一
七
「
大
和
の
近
世
瓦
―
編
年
と
瓦
生
産
―
」『
幕
藩
体
制
下
の
瓦
―
近

世
都
市
遺
跡
に
お
け
る
生
産
と
流
通
―
』
第
六
六
回
　
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会
　
発
表
要

旨
・
資
料
集
　
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

井
内
潔
　
二
〇
一
二
「
研
究
余
録
2
」『
井
内
古
文
化
研
究
室
蔵
　
中
国
六
朝
瓦
図
譜
』

井
上
要
　
一
九
二
七
『
日
本
瓦
業
総
覧
』
日
本
瓦
業
総
覧
刊
行
会

今
橋
理
子
　
二
〇
一
三
『
兎
と
か
た
ち
の
日
本
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会

王
寺
町
教
育
委
員
会
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
　
二
〇
〇
五
『
達
磨
寺
発
掘
調
査
報

告
書
』
王
寺
町
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
四
集

大
脇
潔
　
一
九
九
四
「
飛
鳥
時
代
初
期
の
同
笵
軒
丸
瓦
―
蘇
我
氏
の
寺
を
中
心
と
し
て
―
」
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同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
　
二
〇
一
五
『
相
国
寺
旧
境
内
発
掘
調
査
報
告
書
　
今
出
川
キ
ャ

ン
パ
ス
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
第
四
次
〜
第
六
次
』
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
調
査
研
究

報
告
第
一
三
集

冨
田
真
二
　
二
〇
〇
三
『
南
法
華
寺
発
掘
調
査
報
告
』
高
取
町
文
化
財
調
査
報
告
　
第
二
五

冊
中
尾
正
治
・
高
橋
美
久
二
編
　
一
九
七
六
「
京
都
紀
年
銘
古
瓦
銘
文
集
」『
京
都
考
古
』
第

二
三
号
　
京
都
考
古
刊
行
会

中
尾
正
治
　
一
九
九
三
「
八
幡
近
郊
と
南
山
城
地
域
で
名
を
遺
し
た
瓦
師
」『
京
都
考
古
』

第
六
九
号
　
京
都
考
古
刊
行
会

中
西
秀
和
　
二
〇
〇
八
「
瓦
に
込
め
た
願
い
　
田
原
本
の
瓦
づ
く
り
と
民
間
信
仰
」
唐
古
・

鍵
考
古
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
　
平
成
二
〇
年
度
　
春
季
企
画
展
　
講
演
会
資
料

長
野
市
立
博
物
館
　
一
九
九
八
『
屋
根
瓦
は
変
わ
っ
た
―
信
州
の
瓦
屋
と
三
州
の
渡
り
職

人
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
五
『
重
要
文
化
財
　
南
法
華
寺
礼
堂
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
六
『
重
要
文
化
財
　
旧
一
乗
院
宸
殿
・
殿
上
及
び
玄
関
移
築

工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
九
『
重
要
文
化
財
　
岡
寺
仁
王
門
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
四
『
重
要
文
化
財
　
瑞
花
院
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
四
『
国
宝
　
法
起
寺
三
重
塔
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
六
『
重
要
文
化
財
　
豊
田
家
住
宅
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
六
『
重
要
文
化
財
　
橿
原
神
宮
本
殿
・
旧
織
田
家
屋
形
修
理

工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
一
「
今
井
町
民
家
鬼
瓦
調
査
」『
重
要
文
化
財
　
音
村
家
住

宅
修
理
工
事
報
告
書
』

佐
川
正
敏
　
一
九
九
八
「
法
隆
寺
の
瓦
大
工
橘
氏
の
瓦
作
り
と
中
世
の
鬼
瓦
」『
鬼
瓦
』
日

本
の
美
術
三
九
一
　
至
文
堂

佐
原
真
　
一
九
八
五
「
分
布
論
」『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
』
１
　
研
究
の
方
法
　
岩
波
書

店
嶋
谷
和
彦
　
一
九
九
九
「
近
世
・
堺
の
瓦
屋
仲
間
と
刻
印
瓦
」『
大
阪
市
文
化
財
協
会
研
究

紀
要
』
第
二
号

鈴
木
嘉
吉
　
一
九
七
二
「
聖
霊
院
」『
奈
良
六
大
寺
大
観
　
第
一
巻
　
法
隆
寺
一
』
岩
波
書

店
高
原
隆
　
二
〇
一
〇
『
鬼
板
師
　
日
本
の
景
観
を
創
る
人
々
』
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
一
八

武
内
雅
人
・
鳴
海
祥
博
　
二
〇
一
七
「
近
世
瓦
の
生
産
と
流
通
―
歴
史
的
建
造
物
を
素
材
と

し
た
研
究
事
例
―
」『
幕
藩
体
制
下
の
瓦
―
近
世
都
市
遺
跡
に
お
け
る
生
産
と
流
通
―
』

埋
蔵
文
化
財
研
究
会

武
田
寛
生
　
二
〇
一
三
『
篠
場
瓦
窯
跡
・
上
海
土
遺
跡
』
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調

査
報
告
　
第
二
七
集

谷
豊
信
　
二
〇
一
八
「
漢
代
建
物
の
棟
端
を
飾
っ
た
と
思
わ
れ
る
瓦
―
中
国
河
北
省
邯
鄲
遺

跡
出
土
・
東
京
大
学
考
古
学
研
究
室
所
蔵
品
―
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
〇
〇
巻
第
二
号
　

日
本
考
古
学
会

寺
農
織
苑
　
二
〇
一
七
「
奈
良
県
生
駒
郡
に
お
け
る
近
世
鬼
瓦
の
研
究
①
―
平
群
町
編
―
」

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
　
Ⅹ
Ⅹ
』

寺
農
織
苑
　
二
〇
一
八
「
京
都
府
城
陽
市
に
お
け
る
近
世
鬼
瓦
の
研
究
―
法
性
山
即
成
院
常

楽
寺
―
」『
帝
塚
山
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
八
号

天
理
市
教
育
委
員
会
　
一
九
八
一
『
天
理
市
の
仏
像
』

東
京
国
立
博
物
館
　
二
〇
一
三
『
東
京
国
立
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
』
第
七
二
二
号
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同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
　
二
〇
一
五
『
相
国
寺
旧
境
内
発
掘
調
査
報
告
書
　
今
出
川
キ
ャ

ン
パ
ス
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
第
四
次
〜
第
六
次
』
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
調
査
研
究

報
告
第
一
三
集

冨
田
真
二
　
二
〇
〇
三
『
南
法
華
寺
発
掘
調
査
報
告
』
高
取
町
文
化
財
調
査
報
告
　
第
二
五

冊
中
尾
正
治
・
高
橋
美
久
二
編
　
一
九
七
六
「
京
都
紀
年
銘
古
瓦
銘
文
集
」『
京
都
考
古
』
第

二
三
号
　
京
都
考
古
刊
行
会

中
尾
正
治
　
一
九
九
三
「
八
幡
近
郊
と
南
山
城
地
域
で
名
を
遺
し
た
瓦
師
」『
京
都
考
古
』

第
六
九
号
　
京
都
考
古
刊
行
会

中
西
秀
和
　
二
〇
〇
八
「
瓦
に
込
め
た
願
い
　
田
原
本
の
瓦
づ
く
り
と
民
間
信
仰
」
唐
古
・

鍵
考
古
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
　
平
成
二
〇
年
度
　
春
季
企
画
展
　
講
演
会
資
料

長
野
市
立
博
物
館
　
一
九
九
八
『
屋
根
瓦
は
変
わ
っ
た
―
信
州
の
瓦
屋
と
三
州
の
渡
り
職

人
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
五
『
重
要
文
化
財
　
南
法
華
寺
礼
堂
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
六
『
重
要
文
化
財
　
旧
一
乗
院
宸
殿
・
殿
上
及
び
玄
関
移
築

工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
九
『
重
要
文
化
財
　
岡
寺
仁
王
門
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
四
『
重
要
文
化
財
　
瑞
花
院
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
四
『
国
宝
　
法
起
寺
三
重
塔
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
六
『
重
要
文
化
財
　
豊
田
家
住
宅
修
理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
七
六
『
重
要
文
化
財
　
橿
原
神
宮
本
殿
・
旧
織
田
家
屋
形
修
理

工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
一
「
今
井
町
民
家
鬼
瓦
調
査
」『
重
要
文
化
財
　
音
村
家
住

宅
修
理
工
事
報
告
書
』

佐
川
正
敏
　
一
九
九
八
「
法
隆
寺
の
瓦
大
工
橘
氏
の
瓦
作
り
と
中
世
の
鬼
瓦
」『
鬼
瓦
』
日

本
の
美
術
三
九
一
　
至
文
堂

佐
原
真
　
一
九
八
五
「
分
布
論
」『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
』
１
　
研
究
の
方
法
　
岩
波
書

店
嶋
谷
和
彦
　
一
九
九
九
「
近
世
・
堺
の
瓦
屋
仲
間
と
刻
印
瓦
」『
大
阪
市
文
化
財
協
会
研
究

紀
要
』
第
二
号

鈴
木
嘉
吉
　
一
九
七
二
「
聖
霊
院
」『
奈
良
六
大
寺
大
観
　
第
一
巻
　
法
隆
寺
一
』
岩
波
書

店
高
原
隆
　
二
〇
一
〇
『
鬼
板
師
　
日
本
の
景
観
を
創
る
人
々
』
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
一
八

武
内
雅
人
・
鳴
海
祥
博
　
二
〇
一
七
「
近
世
瓦
の
生
産
と
流
通
―
歴
史
的
建
造
物
を
素
材
と

し
た
研
究
事
例
―
」『
幕
藩
体
制
下
の
瓦
―
近
世
都
市
遺
跡
に
お
け
る
生
産
と
流
通
―
』

埋
蔵
文
化
財
研
究
会

武
田
寛
生
　
二
〇
一
三
『
篠
場
瓦
窯
跡
・
上
海
土
遺
跡
』
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調

査
報
告
　
第
二
七
集

谷
豊
信
　
二
〇
一
八
「
漢
代
建
物
の
棟
端
を
飾
っ
た
と
思
わ
れ
る
瓦
―
中
国
河
北
省
邯
鄲
遺

跡
出
土
・
東
京
大
学
考
古
学
研
究
室
所
蔵
品
―
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
〇
〇
巻
第
二
号
　

日
本
考
古
学
会

寺
農
織
苑
　
二
〇
一
七
「
奈
良
県
生
駒
郡
に
お
け
る
近
世
鬼
瓦
の
研
究
①
―
平
群
町
編
―
」

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
　
Ⅹ
Ⅹ
』

寺
農
織
苑
　
二
〇
一
八
「
京
都
府
城
陽
市
に
お
け
る
近
世
鬼
瓦
の
研
究
―
法
性
山
即
成
院
常

楽
寺
―
」『
帝
塚
山
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
八
号

天
理
市
教
育
委
員
会
　
一
九
八
一
『
天
理
市
の
仏
像
』

東
京
国
立
博
物
館
　
二
〇
一
三
『
東
京
国
立
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
』
第
七
二
二
号
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資
財
帳
一
五

前
田
義
明
　
二
〇
一
六
「
京
都
市
常
盤
仲
之
町
遺
跡
出
土
の
家
紋
瓦
」『
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
』

東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
会

松
本
作
蔵
　
一
九
一
七
『
実
業
重
宝
』
実
業
公
栄
社

三
木
市
立
堀
光
美
術
館
　
二
〇
〇
一
「「
三
木
瓦
師
の
足
跡
」
研
究
調
査
」『
研
究
紀
要
』
第

一
号

宮
田
登
　
一
九
九
九
「
鬼
の
民
俗
学
」『
鬼
瓦
・
瓦
屋
根
再
考
』
日
本
鬼
師
の
会

山
崎
信
二
　
二
〇
〇
八
『
近
世
瓦
の
研
究
』
奈
良
文
化
財
研
究
所

山
本
忠
尚
　
一
九
七
九
「
舌
出
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面
考
」『
研
究
論
集
』
Ⅴ
　
奈
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化
財
研
究
所

山
本
忠
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一
九
九
八
『
鬼
瓦
』
日
本
の
美
術
三
九
一
　
至
文
堂

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
五
『
重
要
文
化
財
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田
家
住
宅
修
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工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
六
『
重
要
文
化
財
　
久
米
寺
多
宝
塔
修
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工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
六
『
重
要
文
化
財
　
大
神
神
社
摂
社
大
直
禰
子
神
社
社
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修

理
工
事
報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
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一
九
九
〇
『
重
要
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化
財
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修
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工
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報
告
書
』

奈
良
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委
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一
九
九
一
『
重
要
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化
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興
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修
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工
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報
告
書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
二
〇
〇
四
『
重
要
文
化
財
　
當
麻
寺
奥
院
鐘
楼
門
修
理
工
事
報
告

書
』

奈
良
県
教
育
委
員
会
　
二
〇
一
八
『
重
要
文
化
財
　
村
井
家
住
宅
主
屋
及
び
内
蔵
修
理
工
事

報
告
書
』

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
　
一
九
八
〇
『
大
和
国
条
里
復
原
図
』

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
　
二
〇
〇
三
『
只
塚
廃
寺
・
首
子
遺
跡
』
奈
良
県
史
跡
名
勝

天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
五
七
冊

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
　
二
〇
〇
五
「
多
武
峰
遺
跡
群
　
針
道
地
区
（
第
二
次
）」

『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
　
二
〇
〇
五
年
度
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
　
一
九
八
三
『
飛
鳥
の
仏
像
』
同
朋
舎

奈
良
文
化
財
研
究
所
　
二
〇
〇
二
『
山
田
寺
発
掘
調
査
報
告
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
　

第
六
三
冊

箸
尾
御
坊
　
教
行
寺
　
二
〇
〇
二
　『
奈
良
県
広
陵
町
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
教
行
寺
　

対
面
所
・
書
院
・
修
復
工
事
報
告
書
』

花
谷
浩
　
二
〇
〇
四
「
屋
瓦
」『
重
要
文
化
財
　
長
谷
寺
本
堂
調
査
報
告
書
』
奈
良
文
化
財

研
究
所

平
凡
社
　
一
九
八
一
『
奈
良
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
〇

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
　
一
九
九
二
『
法
隆
寺
の
至
宝
　
第
一
五
巻
　
瓦
』
昭
和
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も
あ
る
。
ま
た
長
文
の
も
の
は
必
要
部

分
の
み
を
抄
録
し
た
。

・
多
数
を
占
め
る
鬼
面
紋
鬼
瓦
は
い
ち
い
ち
書
く
こ
と
を
省
略
し
、
吉
祥
紋
鬼
瓦
の
場
合
の

み
、
そ
の
紋
様
を
記
し
た
。
ま
た
鬼
瓦
以
外
の
道
具
瓦
は
そ
の
種
類
を
記
し
た
。

・
す
で
に
屋
根
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
境
内
等
に
保
管
さ
れ
て
い
る
所
用
建
物
不
明
の
例
は
「
境

内
」
と
記
し
た
。
所
用
建
物
は
わ
か
る
範
囲
で
記
し
た
。

・
民
家
に
使
用
し
た
例
は
太
字
で
示
し
た
。

延
喜
六
年 

（
九
〇
六
） 

延
喜
六
年
　
造
檀
越
　
高
階
茂
生
（
軒
平
瓦
）・
大
工
　
和
仁
部
貞

行
（
軒
丸
瓦
）（
桜
井
市
橋
本
　
青
木
廃
寺
出
土
　
陽
刻
）
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永
享
九
年 

（
一
四
三
七
） 

瓦
大
工
□
□
ア
ミ
　
ト
シ
□
□
ナ
リ
（
法
隆
寺
南
大
門
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

大
工
ユ
ウ
ア
ミ
年
六
十
一
（
法
隆
寺
南
大
門
　
丸
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

瓦
大
工
吉
重
ト
シ
六
十
一
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鬼
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

法
隆
寺
南
門
の
瓦
四
千
八
百
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
平
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

と
り
衾
　
寿
王
五
作
ナ
リ
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鳥
衾
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

瓦
大
工
橘
之
吉
重
寿
王
三
郎
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
丸
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

嘉
吉
元
年
卯
月
一
日
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
軒
平
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

□
□
□
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
平
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

衾
瓦
二
百
卅
枚
ノ
内
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
鳥
衾
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

吉
楽
寺
ツ
マ
ノ
メ
ン
ト
　
卯
月
廿
日
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本

堂
　
面
戸
瓦
）

嘉
吉
三
年 

（
一
四
四
三
） 

ユ
ウ
ア
ミ
ト
シ
六
十
六
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
平
瓦
）

嘉
吉
三
年 

（
一
四
四
三
） 

ニ
シ
テ
ラ
ノ
サ
シ
瓦
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
丸
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

法
隆
寺
鬼
瓦
左
衛
門
次
郎
作
也
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

大
工
ユ
ウ
ア
ミ
ト
シ
六
十
九
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
平
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

レ
ン
ホ
タ
ノ
サ
シ
瓦
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
丸
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

ラ
イ
ト
ウ
ノ
ク
タ
リ
ム
子
鬼
瓦
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

左
衛
門
次
郎
作
也
　
十
一
月
吉
日
（
法
隆
寺
食
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

コ
ノ
瓦
ワ
ツ
イ
カ
ケ
ノ
サ
シ
瓦
ナ
リ
（
法
隆
寺
東
院
回
廊
　
平
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

キ
ヤ
ウ
サ
ウ
ノ
メ
ン
土
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
面
戸
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

ユ
ウ
ア
ミ
　
ト
シ
七
十
一
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
平
瓦
）

文
安
六
年 

（
一
四
四
九
） 

瓦
大
工
　
左
衛
門
次
郎
作
也
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
平
瓦
）

寶
徳
四
年 

（
一
四
五
二
） 

瓦
大
工
　
大
和
國
住
人
　
橘
吉
重
彦
次
郎
（
奈
良
市
中
町
　
霊
山
寺

出
土
）

応
永
一
八
年 

（
一
四
一
一
） 

極
楽
坊
一
遍
　
応
永
十
八
年
六
月
（
元
興
寺
極
楽
坊
東
門
　
雁
振
瓦
）

応
永
一
八
年 

（
一
四
一
一
） 

瓦
大
工
ヒ
コ
次
郎
ト
シ
三
十
三
（
奈
良
市
中
町
　
霊
山
寺
　
平
瓦
）

応
永
一
九
年 

（
一
四
一
二
） 

大
御
輪
寺
大
工
刑
部
允
　
応
永
十
九
年
壬
辰
　
五
月
日
　
ク
タ
リ
ノ

フ
ス
マ
（
桜
井
市
三
輪
　
旧
三
輪
寺
本
堂
　
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
　
鳥
衾
瓦
）

応
永
一
九
年 

（
一
四
一
二
） 

三
輪
寺
　
応
永
十
九
年
　
壬
辰
　
大
工
刑
部
　
奉
行
　
宣
光
　
五
月

日
（
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
　
鳥
衾
瓦
）

応
永
二
二
年 

（
一
四
一
五
） 

応
永
廿
二
年
　
乙
未
　
八
月
十
二
日
（
興
福
寺
東
金
堂
　
平
瓦
）

応
永
二
二
年 

（
一
四
一
五
） 

応
永
廿
年
　
乙
未
　
二
年
五
月
（
興
福
寺
東
金
堂
　
軒
平
瓦
）

応
永
二
三
年 

（
一
四
一
六
） 

瓦
大
工
寿
王
三
郎
ト
シ
三
十
九
（
法
隆
寺
聖
霊
院
　
鬼
瓦
）

応
永
三
二
年 

（
一
四
二
五
） 

請
取
申
瓦
用
途
事
合
参
万
貫
文
　
吉
重
（
唐
招
提
寺
礼
堂
　
平
瓦
）

永
享
二
年 

（
一
四
三
〇
） 

ユ
ウ
ア
ミ
　
吉
重

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
四
月
日
ほ
け
寺
西
タ
ウ
（
法
華
寺
本
堂
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
タ
ツ
ノ
ト
シ
卯
月
十
一
日
□
□
□
　
八
千
（
橿
原
市
五
井

町
　
称
名
院
　
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

コ
ノ
ト
シ
ワ
ス
イ
フ
ン
ノ
ヒ
テ
リ
ナ
リ
（
法
隆
寺
夢
殿
回
廊
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

瓦
大
工
ユ
ウ
ア
ミ
　
十
月
十
日
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
鬼
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
閏
五
月
一
日
（
法
隆
寺
聖
霊
院
平
瓦
　
南
大
門
瓦
か
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

瓦
大
工
吉
重
ト
シ
五
十
九
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
鬼
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
瓦
以
上
合
一
万
五
千
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
の
の
き
瓦
二
百
七
十
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
軒
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
あ
ふ
み
瓦
六
月
六
日
よ
り
始
（
法
隆
寺
南
大
門
　
軒
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
の
瓦
な
り
　
ユ
ウ
ア
ミ
（
法
隆
寺
南
大
門
　
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
　
丙
辰
　
七
月
六
日
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鳥
衾
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
八
月
大
工
ユ
ウ
ア
ミ
（
法
隆
寺
南
大
門
）
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永
享
九
年 

（
一
四
三
七
） 

瓦
大
工
□
□
ア
ミ
　
ト
シ
□
□
ナ
リ
（
法
隆
寺
南
大
門
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

大
工
ユ
ウ
ア
ミ
年
六
十
一
（
法
隆
寺
南
大
門
　
丸
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

瓦
大
工
吉
重
ト
シ
六
十
一
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鬼
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

法
隆
寺
南
門
の
瓦
四
千
八
百
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
平
瓦
）

永
享
一
〇
年 

（
一
四
三
八
） 

と
り
衾
　
寿
王
五
作
ナ
リ
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鳥
衾
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

瓦
大
工
橘
之
吉
重
寿
王
三
郎
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
丸
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

嘉
吉
元
年
卯
月
一
日
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
軒
平
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

□
□
□
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
平
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

衾
瓦
二
百
卅
枚
ノ
内
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本
堂
　
鳥
衾
瓦
）

嘉
吉
元
年 

（
一
四
四
一
） 

吉
楽
寺
ツ
マ
ノ
メ
ン
ト
　
卯
月
廿
日
（
橿
原
市
飯
高
町
　
吉
楽
寺
本

堂
　
面
戸
瓦
）

嘉
吉
三
年 

（
一
四
四
三
） 

ユ
ウ
ア
ミ
ト
シ
六
十
六
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
平
瓦
）

嘉
吉
三
年 

（
一
四
四
三
） 

ニ
シ
テ
ラ
ノ
サ
シ
瓦
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
丸
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

法
隆
寺
鬼
瓦
左
衛
門
次
郎
作
也
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

大
工
ユ
ウ
ア
ミ
ト
シ
六
十
九
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
平
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

レ
ン
ホ
タ
ノ
サ
シ
瓦
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
丸
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

ラ
イ
ト
ウ
ノ
ク
タ
リ
ム
子
鬼
瓦
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
三
年 

（
一
四
四
六
） 

左
衛
門
次
郎
作
也
　
十
一
月
吉
日
（
法
隆
寺
食
堂
　
鬼
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

コ
ノ
瓦
ワ
ツ
イ
カ
ケ
ノ
サ
シ
瓦
ナ
リ
（
法
隆
寺
東
院
回
廊
　
平
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

キ
ヤ
ウ
サ
ウ
ノ
メ
ン
土
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
面
戸
瓦
）

文
安
五
年 

（
一
四
四
八
） 

ユ
ウ
ア
ミ
　
ト
シ
七
十
一
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
平
瓦
）

文
安
六
年 

（
一
四
四
九
） 

瓦
大
工
　
左
衛
門
次
郎
作
也
（
法
隆
寺
西
院
経
蔵
　
平
瓦
）

寶
徳
四
年 
（
一
四
五
二
） 

瓦
大
工
　
大
和
國
住
人
　
橘
吉
重
彦
次
郎
（
奈
良
市
中
町
　
霊
山
寺

出
土
）

応
永
一
八
年 

（
一
四
一
一
） 

極
楽
坊
一
遍
　
応
永
十
八
年
六
月
（
元
興
寺
極
楽
坊
東
門
　
雁
振
瓦
）

応
永
一
八
年 

（
一
四
一
一
） 

瓦
大
工
ヒ
コ
次
郎
ト
シ
三
十
三
（
奈
良
市
中
町
　
霊
山
寺
　
平
瓦
）

応
永
一
九
年 
（
一
四
一
二
） 

大
御
輪
寺
大
工
刑
部
允
　
応
永
十
九
年
壬
辰
　
五
月
日
　
ク
タ
リ
ノ

フ
ス
マ
（
桜
井
市
三
輪
　
旧
三
輪
寺
本
堂
　
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
　
鳥
衾
瓦
）

応
永
一
九
年 

（
一
四
一
二
） 

三
輪
寺
　
応
永
十
九
年
　
壬
辰
　
大
工
刑
部
　
奉
行
　
宣
光
　
五
月

日
（
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
　
鳥
衾
瓦
）

応
永
二
二
年 

（
一
四
一
五
） 
応
永
廿
二
年
　
乙
未
　
八
月
十
二
日
（
興
福
寺
東
金
堂
　
平
瓦
）

応
永
二
二
年 

（
一
四
一
五
） 

応
永
廿
年
　
乙
未
　
二
年
五
月
（
興
福
寺
東
金
堂
　
軒
平
瓦
）

応
永
二
三
年 

（
一
四
一
六
） 

瓦
大
工
寿
王
三
郎
ト
シ
三
十
九
（
法
隆
寺
聖
霊
院
　
鬼
瓦
）

応
永
三
二
年 

（
一
四
二
五
） 

請
取
申
瓦
用
途
事
合
参
万
貫
文
　
吉
重
（
唐
招
提
寺
礼
堂
　
平
瓦
）

永
享
二
年 

（
一
四
三
〇
） 

ユ
ウ
ア
ミ
　
吉
重

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
四
月
日
ほ
け
寺
西
タ
ウ
（
法
華
寺
本
堂
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
タ
ツ
ノ
ト
シ
卯
月
十
一
日
□
□
□
　
八
千
（
橿
原
市
五
井

町
　
称
名
院
　
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

コ
ノ
ト
シ
ワ
ス
イ
フ
ン
ノ
ヒ
テ
リ
ナ
リ
（
法
隆
寺
夢
殿
回
廊
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

瓦
大
工
ユ
ウ
ア
ミ
　
十
月
十
日
（
法
隆
寺
伝
法
堂
　
鬼
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
閏
五
月
一
日
（
法
隆
寺
聖
霊
院
平
瓦
　
南
大
門
瓦
か
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

瓦
大
工
吉
重
ト
シ
五
十
九
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
鬼
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
瓦
以
上
合
一
万
五
千
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
の
の
き
瓦
二
百
七
十
枚
（
法
隆
寺
南
大
門
　
軒
平
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
あ
ふ
み
瓦
六
月
六
日
よ
り
始
（
法
隆
寺
南
大
門
　
軒
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

南
大
門
の
瓦
な
り
　
ユ
ウ
ア
ミ
（
法
隆
寺
南
大
門
　
丸
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
　
丙
辰
　
七
月
六
日
（
法
隆
寺
南
大
門
　
鳥
衾
瓦
）

永
享
八
年 

（
一
四
三
六
） 

永
享
八
年
八
月
大
工
ユ
ウ
ア
ミ
（
法
隆
寺
南
大
門
）
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文
明
一
六
年 

（
一
四
八
四
） 

勧
進
聖
　
道
観
　
三
輪
寺
塔
仏
□
　
奉
行
　
良
海
英
範
　
尭
等
□
順
　

大
工
刑
部
（
桜
井
市
三
輪
　
旧
三
輪
寺
塔
　
鳥
衾
瓦
）

長
享
二
年 

（
一
四
八
八
） 

瓦
大
工
　
寿
王
太
夫
作
也
　
四
月
日
（
唐
招
提
寺
講
堂
　
鬼
瓦
）

大
永
四
年 

（
一
五
二
四
） 

大
永
四
年
　
甲
申
　
二
月
十
二
（
法
隆
寺
　
鳥
衾
瓦
）

大
永
四
年 

（
一
五
二
四
） 

大
永
四
年
　
三
月
十
一
日
　
二
郎
九
郎
（
法
隆
寺
　
丸
瓦
）

大
永
八
年 

（
一
五
二
八
） 

宗
胤
敬
白
　
六
月
廿
三
日
（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
曼
荼
羅
堂
　
丸
瓦
）

天
文
一
二
年 

（
一
五
四
三
） 

六
月
上
旬
□
□
（
平
群
町
椿
井
　
旧
椿
井
寺
　
鳥
衾
瓦
）

天
文
一
七
年 

（
一
五
四
八
） 

作
者
兵
衛
三
郎
　
施
主
堯
誉
（
法
隆
寺
東
院
鐘
楼
　
鬼
瓦
）

天
文
一
七
年 

（
一
五
四
八
） 

作
者
兵
衛
三
郎
　
施
主
知
足
坊
律
師
堯
誉
（
法
隆
寺
東
院
鐘
楼
　
鳥

衾
瓦
）

天
正
一
二
年 

（
一
五
八
四
） 

西
ノ
京
　
尻
え
田
之
住
人
作
（
大
和
郡
山
市
長
安
寺
　
順
慶
堂
　
瓦

製
露
盤
）

天
正
一
三
年 

（
一
五
八
五
） 

八
月
吉
日
（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
西
塔
　
丸
瓦
）

天
正
一
六
年 

（
一
五
八
八
） 

は
り
ま
国
　
し
き
西
か
う
ほ
り
之
　
あ
か
　
大
く
ハ
　
二
郎
衛
門
尉
　

あ
か
　
甚
五
郎
ひ
め
し
　
忠
四
郎
　
ほ
つ
け
ち
　
助
六
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
豊
臣
秀
長
再
建

の
本
堂
）

天
正
一
六
年 

（
一
五
八
八
） 

西
京
　
□
三
郎
　
五
月
吉
日
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
豊
臣
秀
長

再
建
の
本
堂
）

慶
長
七
年 

（
一
六
〇
二
） 

ワ
シ
ウ
　
カ
ミ
ノ
コ
ウ
リ
　
大
ク
　
六
月
六
日
（
法
華
寺
鐘
楼
　
鬼
瓦
）

慶
長
七
年 

（
一
六
〇
二
） 

大
ク
　
ホ
ケ
井
チ
　
助
六
（
法
華
寺
鐘
楼
　
鬼
瓦
）

慶
長
七
年 

（
一
六
〇
二
） 

播
州
住
人
　
五
月
吉
日
（
法
華
寺
南
門
　
平
瓦
）

慶
長
八
年 

（
一
六
〇
三
） 

瓦
大
工
　
西
京
新
右
門
　
四
七
才
子
利
介
（
法
隆
寺
講
堂
　
鳥
衾
瓦
）

慶
長
八
年 
（
一
六
〇
三
） 

コ
ノ
タ
イ
ク
ハ
四
人
ナ
リ
　
五
月
吉
日
（
法
隆
寺
講
堂
　
平
瓦
）

慶
長
八
年 

（
一
六
〇
三
） 

慶
長
八
年
（
法
隆
寺
講
堂
　
鬼
瓦
）

寶
徳
四
年 

（
一
四
五
二
） 

兵
衛
（
花
押
）
弐
月
卅
日
（
奈
良
市
中
町
　
霊
山
寺
本
堂
　
平
瓦
）

康
正
二
年 

（
一
四
五
六
） 

瓦
大
工
　
招
提
之
彦
次
郎
（
奈
良
市
中
町
　
十
六
所
神
社
拝
殿
　
鳥

衾
瓦
）

長
禄
三
年 
（
一
四
五
九
） 

東
院
南
大
門
　
瓦
作
者
吉
重
（
法
隆
寺
東
院
南
門
　
鬼
瓦
）

長
禄
三
年 

（
一
四
五
九
） 

東
院
南
大
門
瓦
八
千
枚
作
也
（
法
隆
寺
東
院
西
門
　
鬼
瓦
）

長
禄
三
年 

（
一
四
五
九
） 

法
隆
寺
　
東
院
　
南
門
　
瓦
作
畢
（
法
隆
寺
東
院
南
門
　
丸
瓦
）

長
禄
三
年 

（
一
四
五
九
） 
二
百
枚
之
内
あ
ふ
ミ
瓦
　
入
道
丸
（
法
隆
寺
南
門
　
軒
丸
瓦
）

寛
正
二
年 

（
一
四
六
一
） 

瓦
大
工
　
橘
吉
重
（
法
隆
寺
五
重
塔
　
敷
瓦
）

寛
正
三
年 

（
一
四
六
二
） 

法
隆
寺
　
大
講
堂
瓦
也
　
作
者
　
橘
吉
重
（
法
隆
寺
講
堂
　
平
瓦
）

寛
正
三
年 

（
一
四
六
二
） 

寛
正
三
年
　
三
月
五
日
　
彦
次
郎
（
広
陵
町
百
済
　
百
済
寺
塔
　
丸
瓦
）

寛
正
四
年 

（
一
四
六
三
） 

木
瓦
ニ
テ
ソ
ロ
之
ヲ
土
瓦
ナ
ス
（
広
陵
町
百
済
　
百
済
寺
塔
　
平
瓦
）

文
明
六
年 

（
一
四
七
四
） 

シ
シ
田
兵
衛
二
郎
　
八
月
廿
三
日
（
奈
良
市
富
雄
中
　
霊
山
寺
本
堂
　

平
瓦
）

文
明
九
年 

（
一
四
七
七
） 

文
明
九
三
月
（
法
華
寺
本
堂
　
丸
瓦
）

文
明
九
年 

（
一
四
七
七
） 

此
瓦
三
千
枚
者
　
兵
衛
作
也
（
大
和
郡
山
市
矢
田
筋
　
円
融
寺
本
堂
　

丸
瓦
）

文
明
九
年 

（
一
四
七
七
） 

大
講
堂
瓦
也
　
作
者
橘
吉
重
（
唐
招
提
寺
講
堂
　
軒
平
瓦
）

文
明
九
年 

（
一
四
七
七
） 

下
堂
本
神
南
寺
（
斑
鳩
町
　
神
南
寺
講
堂
　
丸
瓦
）

文
明
一
三
年 

（
一
四
八
一
） 

瓦
大
工
　
橘
吉
重
　
五
月
廿
八
日
（
法
隆
寺
食
堂
　
鬼
瓦
）

文
明
一
三
年 

（
一
四
八
一
） 

瓦
大
工
　
橘
吉
重
　
五
月
十
八
日
（
法
隆
寺
宝
珠
院
　
鳥
衾
瓦
）

文
明
一
三
年 

（
一
四
八
一
） 

此
瓦
卯
月
八
日
よ
り
は
し
ま
る
（
法
隆
寺
地
蔵
堂
　
鳥
衾
瓦
）

文
明
一
四
年 

（
一
四
八
二
） 

ノ
キ
カ
ワ
ラ
ノ
カ
ス
二
百
（
奈
良
市
帯
解
　
帯
解
寺
　
平
瓦
）

文
明
一
六
年 

（
一
四
八
四
） 

（
桜
井
市
三
輪
　
旧
三
輪
寺
　
鳥
衾
瓦
）
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正
保
四
年 

（
一
六
四
七
） 

時
之
瓦
師
　
和
州
五
井
村
　
佐
兵
衛
（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
　
奥

院
　
鐘
楼
門
　
※
）

慶
安
元
年 

（
一
六
四
八
） 

摂
州
大
坂
子
天
王
寺
住
　
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
　
作
者
三
右
衛

門
　（
背
面
）
手
代
喜
尾
小
左
衛
門
　
辻
本
仁
兵
衛
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
正
堂
　
※
）

慶
安
元
年 

（
一
六
四
八
） 

山
城
国
之
住
人
　
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
内
　
井
上
善
兵
衛
作

（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
正
堂
　
※
）　

慶
安
二
年 

（
一
六
四
九
） 

長
谷
寺
　
鐘
楼
堂
　
鬼
板
　
御
瓦
師
　
寺
嶋
摂
津
守
　
大
坂
四
天
王

寺
住
　
三
右
ェ
門
作
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
鐘
楼
　
※
）

慶
安
三
年 

（
一
六
五
〇
） 

三
月
吉
日
　
五
井
村
　
左
兵
へ
（
橿
原
市
今
井
町
　
今
西
家
　
※
）

慶
安
三
年 

（
一
六
五
〇
） 

西
京
　
理
右
衛
門
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
恵
美
須
神
社
社
務
所
）

 
 

 

西
京
　
理
右
衛
門
（
桜
井
市
箸
中
　
慶
運
寺
表
門
　
刻
印
）

 
 

 
  

西
京
　
理
右
衛
門
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
　
鯱
　
刻
印
）

明
暦
三
年 

（
一
六
五
七
） 

曽
我
村
作
人
　
左
兵
衛
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
東
門
）

万
治
四
年 

（
一
六
六
一
） 

う
し
二
月
吉
日
　
作
人
　
　
□
□
□
□
□
□
（
曽
我
村
左
兵
衛
ヵ
）

（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
表
門
）

寛
文
元
年 

（
一
六
六
一
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
拝
殿
）

寛
文
二
年 

（
一
六
六
二
） 

瓦
司
　
曽
我
村
　
佐
兵
衛
作
（
橿
原
市
中
曽
司
町
　
磐
余
神
社
拝
殿
　

改
築
時
の
銘
文
）

寛
文
二
年 

（
一
六
六
二
） 

ミ
つ
の
へ
と
ら
ノ
二
月
吉
日
　
左
兵
衛
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
豊
田

家
　
恵
比
寿
・
大
黒
天
像
　
※
）

寛
文
三
年 

（
一
六
六
三
） 

（
田
原
本
町
多
　
観
音
堂
）　

寛
文
三
年 

（
一
六
六
三
） 

摂
州
四
天
王
寺
住
　
藤
原
　
小
国
四
郎
兵
衛
　
重
方
　
作
之
（
橿
原

市
久
米
町
　
久
米
寺
　
本
堂
　
※
）

寛
文
四
年 

（
一
六
六
四
） 

和
州
　
曽
我
村
　
佐
兵
衛
作
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
）

慶
長
九
年 

（
一
六
〇
四
） 

西
京
瓦
大
工
利
介
　
と
し
十
五
才
（
法
隆
寺
西
院
回
廊
　
丸
瓦
）

慶
長
一
〇
年 

（
一
六
〇
五
） 

西
京
瓦
大
工
利
介
年
十
六
才
（
法
隆
寺
大
湯
屋
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
〇
年 

（
一
六
〇
五
） 

西
京
理
介
（
花
押
）
瓦
　
慶
長
四
年
之
年
よ
り
慶
長
拾
年
ま
で
（
法

隆
寺
東
院
回
廊
　
丸
瓦
）

慶
長
一
〇
年 

（
一
六
〇
五
） 

大
工
西
京
理
介
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
丸
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

五
月
廿
七
日
（
唐
招
提
寺
講
堂
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

か
ら
く
さ
西
京
瓦
大
工
　
年
拾
七
才
（
法
隆
寺
西
室
　
軒
平
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

ヒ
ノ
エ
ン
マ
　
五
月
廿
四
日
　
ト
シ
十
四
サ
イ
（
王
寺
町
本
町
　
達

磨
寺
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

□
ト
シ
十
四
サ
□
　
五
月
廿
四
日
（
大
和
郡
山
市
額
田
部
北
町
　
額

安
寺
）

慶
長
一
六
年 

（
一
六
一
一
） 

三
月
十
八
日
　
吉
田
長
楽
寺
（
生
駒
市
平
群
　
長
楽
寺
　
平
瓦
）

慶
長
一
六
年 

（
一
六
一
一
） 

ヲ
サ
カ
ヰ
チ
ヱ
モ
ン
（
生
駒
市
平
群
　
長
楽
寺
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
九
年 

（
一
六
一
四
） 

和
州
西
京
衛
門
七
兵
衛
　
二
月
十
五
日
（
五
条
市
小
島
、
栄
山
寺
本

堂
　
平
瓦
）

元
和
七
年 

（
一
六
二
一
） 

西
京
尻
枝
田
村
　
理
右
衛
門
尉
（
法
隆
寺
西
園
院
庫
裡
、
獅
子
紋
鬼
瓦
）

寛
永
一
一
年 

（
一
六
三
四
） 

藤
原
ノ
井
ェ
次
（
家
次
）
作
　
五
井
村
佐
兵
衛
　
ヲ
ク
ノ
モ
ン
（
明

日
香
村
岡
　
岡
寺
仁
王
門
　
※
）

寛
永
一
四
年 

（
一
六
三
七
） 

西
京
理
右
衛
門
（
橿
原
市
今
井
町 

　
旧
常
福
寺
観
音
堂
）

寛
永
二
一
年 

（
一
六
四
四
） 

サ
ル
ノ
ト
シ
　
七
月
吉
日
　
吉
井
伝
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
杉
本

家
　
桃
　
※
）

寛
永
二
一
年 

（
一
六
四
四
） 

サ
ル
ノ
ト
シ
（
五
井
村
佐
兵
衛
ヵ
）（
橿
原
市
今
井
町
　
澤
井
家
　

小
槌
　
※
）

正
保
二
年 

（
一
六
四
五
） 

住
□
　
五
位
□
　
稱
□
（
橿
原
市
五
井
　
称
名
院
境
内
）



 ― 167 ― 

やまと・まほろば・甍紀行

正
保
四
年 

（
一
六
四
七
） 

時
之
瓦
師
　
和
州
五
井
村
　
佐
兵
衛
（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
　
奥

院
　
鐘
楼
門
　
※
）

慶
安
元
年 

（
一
六
四
八
） 

摂
州
大
坂
子
天
王
寺
住
　
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
　
作
者
三
右
衛

門
　（
背
面
）
手
代
喜
尾
小
左
衛
門
　
辻
本
仁
兵
衛
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
正
堂
　
※
）

慶
安
元
年 

（
一
六
四
八
） 

山
城
国
之
住
人
　
藤
原
朝
臣
　
寺
嶋
摂
津
守
内
　
井
上
善
兵
衛
作

（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
正
堂
　
※
）　

慶
安
二
年 

（
一
六
四
九
） 

長
谷
寺
　
鐘
楼
堂
　
鬼
板
　
御
瓦
師
　
寺
嶋
摂
津
守
　
大
坂
四
天
王

寺
住
　
三
右
ェ
門
作
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
　
鐘
楼
　
※
）

慶
安
三
年 

（
一
六
五
〇
） 

三
月
吉
日
　
五
井
村
　
左
兵
へ
（
橿
原
市
今
井
町
　
今
西
家
　
※
）

慶
安
三
年 

（
一
六
五
〇
） 

西
京
　
理
右
衛
門
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
恵
美
須
神
社
社
務
所
）

 
 

 

西
京
　
理
右
衛
門
（
桜
井
市
箸
中
　
慶
運
寺
表
門
　
刻
印
）

 
 

 
  

西
京
　
理
右
衛
門
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
　
鯱
　
刻
印
）

明
暦
三
年 

（
一
六
五
七
） 

曽
我
村
作
人
　
左
兵
衛
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
東
門
）

万
治
四
年 

（
一
六
六
一
） 

う
し
二
月
吉
日
　
作
人
　
　
□
□
□
□
□
□
（
曽
我
村
左
兵
衛
ヵ
）

（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
表
門
）

寛
文
元
年 

（
一
六
六
一
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
拝
殿
）

寛
文
二
年 

（
一
六
六
二
） 

瓦
司
　
曽
我
村
　
佐
兵
衛
作
（
橿
原
市
中
曽
司
町
　
磐
余
神
社
拝
殿
　

改
築
時
の
銘
文
）

寛
文
二
年 

（
一
六
六
二
） 

ミ
つ
の
へ
と
ら
ノ
二
月
吉
日
　
左
兵
衛
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
豊
田

家
　
恵
比
寿
・
大
黒
天
像
　
※
）

寛
文
三
年 

（
一
六
六
三
） 

（
田
原
本
町
多
　
観
音
堂
）　

寛
文
三
年 

（
一
六
六
三
） 

摂
州
四
天
王
寺
住
　
藤
原
　
小
国
四
郎
兵
衛
　
重
方
　
作
之
（
橿
原

市
久
米
町
　
久
米
寺
　
本
堂
　
※
）

寛
文
四
年 

（
一
六
六
四
） 

和
州
　
曽
我
村
　
佐
兵
衛
作
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
）

慶
長
九
年 

（
一
六
〇
四
） 

西
京
瓦
大
工
利
介
　
と
し
十
五
才
（
法
隆
寺
西
院
回
廊
　
丸
瓦
）

慶
長
一
〇
年 

（
一
六
〇
五
） 

西
京
瓦
大
工
利
介
年
十
六
才
（
法
隆
寺
大
湯
屋
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
〇
年 
（
一
六
〇
五
） 

西
京
理
介
（
花
押
）
瓦
　
慶
長
四
年
之
年
よ
り
慶
長
拾
年
ま
で
（
法

隆
寺
東
院
回
廊
　
丸
瓦
）

慶
長
一
〇
年 

（
一
六
〇
五
） 

大
工
西
京
理
介
（
法
隆
寺
東
院
礼
堂
　
丸
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

五
月
廿
七
日
（
唐
招
提
寺
講
堂
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 
か
ら
く
さ
西
京
瓦
大
工
　
年
拾
七
才
（
法
隆
寺
西
室
　
軒
平
瓦
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

ヒ
ノ
エ
ン
マ
　
五
月
廿
四
日
　
ト
シ
十
四
サ
イ
（
王
寺
町
本
町
　
達

磨
寺
）

慶
長
一
一
年 

（
一
六
〇
六
） 

□
ト
シ
十
四
サ
□
　
五
月
廿
四
日
（
大
和
郡
山
市
額
田
部
北
町
　
額

安
寺
）

慶
長
一
六
年 

（
一
六
一
一
） 

三
月
十
八
日
　
吉
田
長
楽
寺
（
生
駒
市
平
群
　
長
楽
寺
　
平
瓦
）

慶
長
一
六
年 

（
一
六
一
一
） 

ヲ
サ
カ
ヰ
チ
ヱ
モ
ン
（
生
駒
市
平
群
　
長
楽
寺
　
鬼
瓦
）

慶
長
一
九
年 

（
一
六
一
四
） 

和
州
西
京
衛
門
七
兵
衛
　
二
月
十
五
日
（
五
条
市
小
島
、
栄
山
寺
本

堂
　
平
瓦
）

元
和
七
年 

（
一
六
二
一
） 

西
京
尻
枝
田
村
　
理
右
衛
門
尉
（
法
隆
寺
西
園
院
庫
裡
、
獅
子
紋
鬼
瓦
）

寛
永
一
一
年 

（
一
六
三
四
） 

藤
原
ノ
井
ェ
次
（
家
次
）
作
　
五
井
村
佐
兵
衛
　
ヲ
ク
ノ
モ
ン
（
明

日
香
村
岡
　
岡
寺
仁
王
門
　
※
）

寛
永
一
四
年 

（
一
六
三
七
） 

西
京
理
右
衛
門
（
橿
原
市
今
井
町 

　
旧
常
福
寺
観
音
堂
）

寛
永
二
一
年 

（
一
六
四
四
） 

サ
ル
ノ
ト
シ
　
七
月
吉
日
　
吉
井
伝
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
杉
本

家
　
桃
　
※
）

寛
永
二
一
年 

（
一
六
四
四
） 

サ
ル
ノ
ト
シ
（
五
井
村
佐
兵
衛
ヵ
）（
橿
原
市
今
井
町
　
澤
井
家
　

小
槌
　
※
）

正
保
二
年 

（
一
六
四
五
） 

住
□
　
五
位
□
　
稱
□
（
橿
原
市
五
井
　
称
名
院
境
内
）
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（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
　
奥
院
鐘
楼
門
　
鳥
衾
瓦
　
※
）

元
禄
二
年 

（
一
六
八
九
） 

曽
我
村
　
か
わ
ら
や
　
左
兵
衛
作
（
橿
原
市
小
房
町
　
観
音
寺
境
内
）

元
禄
二
年 

（
一
六
八
九
） 

か
わ
ら
し
　
正
主
作
（
高
取
町
壺
阪
　
壺
阪
寺
礼
堂
　
※
）

元
禄
四
年 

（
一
六
九
一
） 

玉
手
村
　
四
代
瓦
や
　
助
十
郎
（
御
所
市
大
橋
通
　
正
栄
寺
本
堂
）

元
禄
五
年 

（
一
六
九
二
） 

三
輪
新
町
　
瓦
屋
佐
平
次
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
一
切
経
蔵
）

元
禄
五
年 

（
一
六
九
二
） 

田
原
本
善
四
郎
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
一
切
経
蔵
）

元
禄
六
年 

（
一
六
九
三
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
今
西
家
　
※
）

元
禄
八
年 

（
一
六
九
五
） 

藤
原
　
朝
臣
　
家
次
　
瓦
師
　
勘
兵
衛
作
（
御
所
市
古
瀬
　
正
福
寺

庫
裏
）

元
禄
九
年 

（
一
六
九
六
） 

平
井
傳
助
ヵ
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
庫
裡
　
明
治
四
年
か
ら
六
年

に
か
け
て
大
御
輪
寺
の
客
殿
を
移
築
）

元
禄
一
〇
年 

（
一
六
九
七
） 

和
州
式
上
郡
　
三
輪
佐
平
次
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
本
坊
　
中
雀
門
）

元
禄
一
〇
年 

（
一
六
九
七
） 

柏
原
□
□
　
藤
原
四
郎
□
□
□
（
高
取
町
市
尾
　
念
仏
寺
本
堂
）

元
禄
一
一
年 

（
一
六
九
八
） 

う
な
て
村
　
瓦
や
　
小
兵
衛
（
葛
城
市
南
道
穂
　
村
井
家
文
書
　
※
）

元
禄
一
四
年 

（
一
七
〇
一
） 

大
海
寺
（
吉
野
町
志
賀
の
大
海
院
付
近
か
）
勘
兵
衛
　
河
原
屋
村
小

兵
衛
作
（
吉
野
郡
下
市
町
善
城
　
瀧
上
寺
　
※
）

元
禄
一
五
年 

（
一
七
〇
二
） 

（
桜
井
市
山
田
、
山
田
寺
本
堂
　
市
史
に
よ
る
）

元
禄
一
六
年 

（
一
七
〇
三
） 

安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二
ろ
作
（
桜
井
市
薬
師
町
　
薬
師
庵
）

元
禄
一
六
年 

（
一
七
〇
三
） 

藤
原
正
重
　
和
州
　
安
倍
村
　
瓦
屋
　
庄
二
郎
作
（
田
原
本
大
木
　

善
照
寺
）

元
禄
一
六
年 

（
一
七
〇
三
） 

大
坂
　
南
瓦
屋
町
　
瓦
師
　
吉
左
衛
門
（
御
所
市
戸
毛
　
大
乗
寺
本
堂
）

宝
永
二
年 

（
一
七
〇
五
） 

御
坊
　
瓦
や
　
久
左
衛
門
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
本
堂
）

宝
永
二
年 
（
一
七
〇
五
） 

和
州
　
□
郡
　
鳥
屋
村
之
住
人
□
□
（
佐
介
ヵ
）　
丸
山
　
瓦
屋
　

権
兵
衛
ヵ
（
御
所
市
柏
原
　
樂
音
寺
本
堂
）

寛
文
六
年 

（
一
六
六
六
） 

和
州
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
右
衛
門
（
橿
原
市
南
浦
町
　
法
然

寺
本
堂
）

寛
文
六
年 
（
一
六
六
六
） 

（
橿
原
市
南
山
町
　
浄
福
寺
本
堂
、
吉
野
か
ら
元
文
三
年
・
一
七
三

八
年
頃
移
築
）

寛
文
十
一
年 

（
一
六
七
一
） 

大
和
国
　
高
市
之
郡
　
□
□
　
そ
が
村
　
瓦
や
　
佐
兵
衛
（
大
和
高

田
市
大
中
南
町
　
長
谷
本
寺
本
堂
）

延
宝
六
年 

（
一
六
七
八
） 
和
州
　
城
上
郡
　
三
輪
　
瓦
屋
　
脇
本
五
郎
左
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　

大
願
寺
境
内
）

延
宝
六
年 

（
一
六
七
八
） 

和
州
　
三
輪
　
脇
本
五
郎
左
衛
門
（
橿
原
市
南
浦
町
　
法
然
寺
本
堂
）

延
宝
六
年 

（
一
六
七
八
） 

和
州
小
山
村
　
島
屋
五
助
　
細
工
人
（
橿
原
市
南
浦
町
　
法
然
寺
本
堂
）

延
宝
八
年 

（
一
六
八
〇
） 

和
州
高
市
郡
出
村
　
藤
原
安
尊
（
あ
そ
ん
）　
瓦
志
　
六
兵
衛
（
御

所
市
稲
富
　
安
楽
寺
塔
　
瓦
製
露
盤
　
※
）

延
宝
八
年 

（
一
六
八
〇
） 

和
州
高
市
之
郡
　
曽
我
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
作
（
橿
原
市
曽
我
町
　

光
専
寺
境
内
）

延
宝
九
年 

（
一
六
八
一
） 

三
輪
瓦
屋
　
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　
正
覚
寺
本
堂
）

延
宝
九
年 

（
一
六
八
一
） 

作
者
十
市
郡
　
田
原
本
善
四
良
　
子
　
八
兵
衛
（
田
原
本
町
矢
部
　

観
音
堂
）

貞
享
三
年 

（
一
六
八
六
） 

（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
西
国
堂
）

貞
享
四
年
ヵ 

（
一
六
八
七
） 

田
原
本
善
四
郎
（
大
和
高
田
市
旭
北
町
　
常
光
寺
）

貞
享
四
年 

（
一
六
八
七
） 

高
田
　
常
光
寺
　
鬼
板
　
八
枚
之
内
　
十
市
郡
田
原
本
　
瓦
屋
　
八

兵
衛
作
之
（
大
和
高
田
市
旭
北
町
　
常
光
寺
）

貞
享
五
年 

（
一
六
八
八
） 

和
州
高
市
之
郡
　
曽
我
邑
瓦
屋
　
三
郎
兵
衛
作
（
葛
城
市
当
麻
　
当

麻
寺
本
堂
、
熨
斗
瓦
　
※
）

貞
享
五
年 

（
一
六
八
八
） 

和
州
高
市
之
郡
　
蘇
我
村
　
瓦
師
　
三
次
良
兵
（
三
郎
兵
衛
ヵ
）
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正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

俵
本
　
瓦
師
　
善
四
郎
（
天
理
市
柳
本
町
　
長
岳
寺
楼
門
　
※
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

新
ノ
口
村
　
瓦
屋
　
権
兵
衛
（
橿
原
市
葛
本
町
　
安
楽
寺
本
堂
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
藤
原
之
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
御
所

市
　
眞
龍
寺
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

瓦
屋
　
善
四
郎
（
田
原
本
町
阪
手
　
民
家
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

瓦
屋
　
善
四
郎
（
田
原
本
町
市
町
　
民
家
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

四
条
新
町
　
市
兵
衛
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
西
光
寺
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
御
所
市
柳
原
　
西
応
寺
）

正
徳
六
年 

（
一
七
一
六
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
橿
原
市
一
町
　

浄
国
寺
観
音
堂
）

享
保
二
年 

（
一
七
一
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
大
和
高
田

市
根
成
柿
　
願
乗
寺
）

享
保
三
年 

（
一
七
一
八
） 

常
盤
町
　
住
　
増
田
太
兵
衛
　
藤
原
氏
　
瓦
工
　
相
田
伝
兵
衛
（
田

原
本
町
八
尾
　
鏡
作
坐
天
照
御
魂
神
社
　
旧
神
宮
寺
　
開
楽
院
鐘
楼
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

仁
王
堂
　
清
助
　（
桜
井
市
戒
重
　
地
蔵
堂
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

四
条
新
町
　
市
兵
衛
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
社
務
所
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
　
門
□
□
□
□

作
（
高
取
町
松
山
　
浄
円
寺
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
御
所
市

古
瀬
　
正
福
寺
）

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
　（
高
取

町
下
土
佐
　
西
方
寺
）

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
上
之
庄
　
浄
福
寺
）

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

三
輪
　
佐
平
治
（
石
野
瓦
工
業
蔵
　
桜
井
市
初
瀬
　
妙
楽
寺
表
門
）

宝
永
三
年 

（
一
七
〇
六
） 

（
桜
井
市
初
瀬
　
法
起
院
本
堂
）

宝
永
三
年 

（
一
七
〇
六
） 

和
州
　
葛
上
郡
（
御
所
市
戸
毛
　
大
乗
寺
　
唐
獅
子
留
蓋
）

宝
永
四
年 

（
一
七
〇
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
　
瓦
や
　
谷
久
兵
衛
（
橿
原
市
一
町
　
浄

国
寺
本
堂
）

宝
永
四
年 

（
一
七
〇
七
） 

高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
佐
介
（
橿
原
市
一
町
　
浄
国
寺
本
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

横
内
　
瓦
や
　
ひ
こ
江
も
ん
　（
桜
井
市
西
之
宮
　
阿
彌
寺
　
延
命

子
安
地
蔵
尊
本
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

（
桜
井
市
大
福
　
光
専
寺
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

そ
か
む
ら
　
か
わ
ら
や
　
遍
い
シ
ロ
（
橿
原
市
土
橋
町
　
大
日
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

多
村
　
二
ノ
口
　
瓦
や
　
八
衛
門
子
　
権
□
ろ
　
勘
□
郎
（
田
原
本

町
多
　
観
音
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

柏
原
村
　
谷
久
兵
衛
作
（
高
取
町
松
山
　
浄
円
寺
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

尻
江
田
村
　
片
岡
長
左
衛
門
尉
　
長
□
（
田
原
本
町
八
尾
　
安
養
寺

南
面
西
門
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

葛
上
郡
　
柏
原
村
　
瓦
屋
（
谷
久
兵
衛
ヵ
）（
御
所
市
　
正
福
寺
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

瓦
屋
　
同
村
（
桧
垣
本
村
）
野
木
重
兵
衛
（
高
取
町
壺
阪
　
壺
阪
寺

三
重
塔
発
見
間
竿
墨
書
　
※
）

宝
永
八
年 

（
一
七
一
一
） 

和
州
　
勝
上
郡
　（
谷
久
兵
衛
　
抹
消
）（
御
所
市
　
眞
龍
寺
境
内
）

宝
永
八
年 

（
一
七
一
一
） 

雲
梯
村
　
小
兵
衛
作
／
宝
永
八
庚
寅
年
　
二
月
吉
辰
日
（
刻
印
）

（
橿
原
市
一
町
　
浄
念
寺
　
桃
）

正
徳
元
年 

（
一
七
一
一
） 

（
田
原
本
町
宮
古
　
浄
蓮
寺
本
堂
）

正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

三
輪
五
郎
右
門
（
桜
井
市
慈
恩
寺
　
阿
弥
陀
堂
）

正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
藤
田
佐
介
作
（
御
所
市
大
橋
通
　
正
栄
寺

本
堂
）
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正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

俵
本
　
瓦
師
　
善
四
郎
（
天
理
市
柳
本
町
　
長
岳
寺
楼
門
　
※
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

新
ノ
口
村
　
瓦
屋
　
権
兵
衛
（
橿
原
市
葛
本
町
　
安
楽
寺
本
堂
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
藤
原
之
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
御
所

市
　
眞
龍
寺
）

正
徳
三
年 

（
一
七
一
三
） 

瓦
屋
　
善
四
郎
（
田
原
本
町
阪
手
　
民
家
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

瓦
屋
　
善
四
郎
（
田
原
本
町
市
町
　
民
家
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

四
条
新
町
　
市
兵
衛
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
西
光
寺
）

正
徳
四
年 

（
一
七
一
四
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
御
所
市
柳
原
　
西
応
寺
）

正
徳
六
年 

（
一
七
一
六
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
久
兵
衛
（
橿
原
市
一
町
　

浄
国
寺
観
音
堂
）

享
保
二
年 

（
一
七
一
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
大
和
高
田

市
根
成
柿
　
願
乗
寺
）

享
保
三
年 

（
一
七
一
八
） 

常
盤
町
　
住
　
増
田
太
兵
衛
　
藤
原
氏
　
瓦
工
　
相
田
伝
兵
衛
（
田

原
本
町
八
尾
　
鏡
作
坐
天
照
御
魂
神
社
　
旧
神
宮
寺
　
開
楽
院
鐘
楼
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

仁
王
堂
　
清
助
　（
桜
井
市
戒
重
　
地
蔵
堂
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

四
条
新
町
　
市
兵
衛
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
社
務
所
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
　
門
□
□
□
□

作
（
高
取
町
松
山
　
浄
円
寺
）

享
保
六
年 

（
一
七
二
一
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
御
所
市

古
瀬
　
正
福
寺
）

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
　（
高
取

町
下
土
佐
　
西
方
寺
）

享
保
七
年 
（
一
七
二
二
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
上
之
庄
　
浄
福
寺
）

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

三
輪
　
佐
平
治
（
石
野
瓦
工
業
蔵
　
桜
井
市
初
瀬
　
妙
楽
寺
表
門
）

宝
永
三
年 

（
一
七
〇
六
） 

（
桜
井
市
初
瀬
　
法
起
院
本
堂
）

宝
永
三
年 

（
一
七
〇
六
） 

和
州
　
葛
上
郡
（
御
所
市
戸
毛
　
大
乗
寺
　
唐
獅
子
留
蓋
）

宝
永
四
年 
（
一
七
〇
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
　
瓦
や
　
谷
久
兵
衛
（
橿
原
市
一
町
　
浄

国
寺
本
堂
）

宝
永
四
年 

（
一
七
〇
七
） 

高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
作
者
佐
介
（
橿
原
市
一
町
　
浄
国
寺
本
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

横
内
　
瓦
や
　
ひ
こ
江
も
ん
　（
桜
井
市
西
之
宮
　
阿
彌
寺
　
延
命

子
安
地
蔵
尊
本
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

（
桜
井
市
大
福
　
光
専
寺
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

そ
か
む
ら
　
か
わ
ら
や
　
遍
い
シ
ロ
（
橿
原
市
土
橋
町
　
大
日
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

多
村
　
二
ノ
口
　
瓦
や
　
八
衛
門
子
　
権
□
ろ
　
勘
□
郎
（
田
原
本

町
多
　
観
音
堂
）

宝
永
六
年 

（
一
七
〇
九
） 

柏
原
村
　
谷
久
兵
衛
作
（
高
取
町
松
山
　
浄
円
寺
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

尻
江
田
村
　
片
岡
長
左
衛
門
尉
　
長
□
（
田
原
本
町
八
尾
　
安
養
寺

南
面
西
門
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

葛
上
郡
　
柏
原
村
　
瓦
屋
（
谷
久
兵
衛
ヵ
）（
御
所
市
　
正
福
寺
）

宝
永
七
年 

（
一
七
一
〇
） 

瓦
屋
　
同
村
（
桧
垣
本
村
）
野
木
重
兵
衛
（
高
取
町
壺
阪
　
壺
阪
寺

三
重
塔
発
見
間
竿
墨
書
　
※
）

宝
永
八
年 

（
一
七
一
一
） 

和
州
　
勝
上
郡
　（
谷
久
兵
衛
　
抹
消
）（
御
所
市
　
眞
龍
寺
境
内
）

宝
永
八
年 

（
一
七
一
一
） 

雲
梯
村
　
小
兵
衛
作
／
宝
永
八
庚
寅
年
　
二
月
吉
辰
日
（
刻
印
）

（
橿
原
市
一
町
　
浄
念
寺
　
桃
）

正
徳
元
年 

（
一
七
一
一
） 

（
田
原
本
町
宮
古
　
浄
蓮
寺
本
堂
）

正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

三
輪
五
郎
右
門
（
桜
井
市
慈
恩
寺
　
阿
弥
陀
堂
）

正
徳
二
年 

（
一
七
一
二
） 

高
市
郡
　
鳥
屋
村
住
人
　
藤
田
佐
介
作
（
御
所
市
大
橋
通
　
正
栄
寺

本
堂
）
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市
松
塚
　
金
光
寺
本
堂
）

享
保
一
五
年 

（
一
七
三
〇
） 

藤
村
新
兵
衛
作
（
大
和
高
田
市
松
塚
　
金
光
寺
本
堂
）

享
保
一
六
年 

（
一
七
三
一
） 

御
坊
　
瓦
屋
　
武
介
作
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
　
留
蓋
）

享
保
一
六
年 

（
一
七
三
一
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
高
取
町
市

尾
　
念
仏
寺
本
堂
）

享
保
一
七
年 

（
一
七
三
二
） 

和
州
　
雲
梯
村
　
住
人
　
瓦
師
　
小
兵
衛
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧

常
福
寺
・
春
日
神
社
東
門
）

享
保
一
八
年 

（
一
七
三
三
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
次
作
　（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
　
手
水
舎
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

瓦
屋
　
庄
兵
衛
作
　
桧
垣
本
邑
（
大
淀
町
桧
垣
本
か
）（
橿
原
市
今

井
町
　
米
田
家
　
巴
紋
　
※
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

和
州
　
十
市
郡
　
横
内
村
　
瓦
屋
　
彦
四
郎
（
橿
原
市
東
池
尻
町
　

妙
法
寺
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

三
輪
　
瓦
師
　
五
郎
右
ェ
門
（
天
理
市
兵
庫
町
　
神
護
寺
表
門
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
初
瀬
　
万
福
寺
本
堂
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

和
州
　
式
上
郡
　
三
輪
村
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
初
瀬
　
万
福

寺
本
堂
　
鯱
）

享
保
一
九
年 

（
一
七
三
四
） 

三
輪
　
左
平
次
作
（
桜
井
市
南
音
羽
　
観
音
寺
本
堂
）

元
文
二
年 

（
一
七
三
七
） 

上
市
　
佐
平
次
（
桜
井
市
三
輪
　
円
融
寺
境
内
）

元
文
二
年 

（
一
七
三
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
村
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
庄
右
衛
門
作
（
橿
原

市
一
町
　
浄
国
寺
本
堂
）　

元
文
三
年 

（
一
七
三
八
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
黒
崎
　
大
日
寺
）

元
文
五
年 

（
一
七
四
〇
） 

三
輪
里
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
外
山
　
不
動
院
）

元
文
五
年 
（
一
七
四
〇
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
慈
恩
寺
　
阿
弥
陀
堂
）

元
文
五
年 

（
一
七
四
〇
） 

新
口
村
　
瓦
屋
　
相
田
伝
兵
衛
　
板
（
橿
原
市
山
之
坊
町
　
阿
弥
陀

享
保
七
年 

（
一
七
二
二
） 

和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
邑
住
　
藤
原
棟
次
　
瓦
子
　
小
兵
衛
（
大
和

高
田
市
松
塚
　
名
願
寺
本
堂
）

享
保
七
年 
（
一
七
二
二
） 

桧
垣
本
村
（
大
淀
町
桧
垣
本
か
）　
野
木
重
兵
衛
（
大
淀
町
比
曽
　

比
曽
寺
境
内
）

享
保
九
年 

（
一
七
二
四
） 

吉
野
郡
　
桧
垣
本
村
　
野
木
重
兵
衛
作
之
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺

太
子
堂
）

享
保
一
〇
年 

（
一
七
二
五
） 
三
瓦
五
　
瓦
工
　
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

享
保
一
〇
年 

（
一
七
二
五
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
也
（
高
取

町
下
土
佐
　
光
塔
寺
本
堂
）

享
保
一
一
年 

（
一
七
二
六
） 

弁
財
天
村
　
瓦
屋
　
与
助
（
広
陵
町
箸
尾
　
教
行
寺
　
対
面
所
・
書

院
　
※
）

享
保
一
二
年 

（
一
七
二
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
橿
原
市
大

垣
町
　
民
家
　
角
樽
・
酒
甕
、
大
和
高
田
市
有
井
の
造
り
酒
屋
の
蔵
を
移
築
）

享
保
一
二
年 

（
一
七
二
七
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
高
取
町

車
木
　
本
覚
寺
）

享
保
一
二
年 

（
一
七
二
七
） 

和
州
高
市
郡
　
雲
梯
邑
　
住
人
　
藤
原
氏
　
瓦
子
　
小
兵
衛
宗
次
作

（
大
和
高
田
市
今
里
町
　
蓮
蔵
寺
）

享
保
一
三
年 

（
一
七
二
八
） 

十
市
郡
　
田
原
本
　
瓦
屋
　
八
兵
衛
作
之
　
和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原

邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
大
和
高
田
市
旭
北
町
　
常
光
寺
）

享
保
一
五
年 

（
一
七
三
〇
） 

御
坊
村
　
吉
田
平
八
作
（
明
日
香
村
八
釣
　
妙
法
寺
本
堂
）

享
保
一
五
年 

（
一
七
三
〇
） 

三
輪
□
□
□
□
□
（
明
日
香
村
八
釣
　
妙
法
寺
本
堂
）

享
保
一
五
年 

（
一
七
三
〇
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
久
兵
衛
作
（
橿
原
市

光
陽
町
　
円
教
寺
）

享
保
一
五
年 

（
一
七
三
〇
） 

和
州
　
高
市
郡
　
雲
梯
村
　
住
人
　
瓦
子
　
小
兵
衛
作
（
大
和
高
田
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寛
延
三
年 

（
一
七
五
〇
） 

大
和
國
　
雲
梯
村
住
人
　
松
原
氏
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
西
坊
城
　

西
願
寺
）

寛
延
三
年 

（
一
七
五
〇
） 

ミ
ワ
　
佐
平
次
（
大
宇
陀
町
　
法
正
寺
本
堂
）

寛
延
四
年 

（
一
七
五
一
） 

五
位
村
　
作
人
　
又
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
福
田
家
　
※
）

寛
延
四
年 

（
一
七
五
一
） 

和
州
　
吉
野
郡
　
河
原
屋
村
　
瓦
師
　
野
木
勘
兵
衛
作
（
大
淀
町
比

曽
　
比
曽
寺
表
門
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

三
輪
里
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　
正
覚
寺
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
蔵
　
家
紋
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

玉
手
村
　
瓦
屋
　
治
郎
兵
衛
（
御
所
市
　
吉
祥
草
寺
境
内
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

作
人
　
五
井
村
　
大
西
又
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
若
林
家
鳥
衾
瓦
　
※
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

作
人
　
五
位
村
　
大
西
又
七
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

梵
誉
代
　
三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　

大
願
寺
境
内
　
鳥
衾
瓦
）

宝
暦
四
年 

（
一
七
五
四
） 

二
階
堂
焼
物
師
小
山
藤
四
郎
作
（
田
原
本
町
八
尾
　
鏡
作
神
社
社
務
所
）

宝
暦
四
年 

（
一
七
五
四
） 

五
井
村
瓦
師
　
大
西
又
七
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
）

宝
暦
五
年 

（
一
七
五
五
） 

大
海
か
わ
ら
屋
　
惣
兵
衛
（
天
理
市
上
長
岡
　
大
念
仏
寺
）

宝
暦
五
年 

（
一
七
五
五
） 

雲
梯
邑
　
住
人
　
胸
次
氏
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
曙
町
　
宗
願
寺
）

宝
暦
六
年 

（
一
七
五
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
黒
崎
　
大
日
寺
）

宝
暦
七
年 

（
一
七
五
七
） 

作
人
柏
原
村
谷
井
久
兵
衛
（
天
理
市
檜
垣
町
　
石
野
瓦
工
業
蔵
　
旧

所
在
地
不
明
）

宝
暦
七
年 

（
一
七
五
七
） 

□
□
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
庫
裡
　
明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け

て
大
御
輪
寺
の
客
殿
を
移
築
）

宝
暦
八
年 

（
一
七
五
八
） 

高
市
郡
五
井
村
　
作
人
　
大
西
又
七
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
本
堂
）

宝
暦
八
年 

（
一
七
五
八
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
吉
村
家
）

寺
本
堂
）

元
文
五
年 

（
一
七
四
〇
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
庄
衛
門
作
（
橿
原
市

川
西
町
　
円
福
寺
）

元
文
六
年 

（
一
七
四
一
） 

□
□
□
（
橿
原
市
一
町
　
浄
国
寺
表
門
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 

三
輪
邑
　
瓦
師
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 

横
内
村
　
彦
四
郎
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
二
年 

（
一
七
四
二
） 

土
佐
　
瓦
屋
平
四
郎
（
高
取
町
観
覚
寺
　
子
嶋
寺
）

寛
保
三
年 

（
一
七
四
三
） 

大
海
村
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
宗
兵
衛
）（
天
理
市
桧
垣
町
　
元
暦
寺

本
堂
）

延
享
元
年 

（
一
七
四
四
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
井
庄
右
衛
門
作
（
明

日
香
村
豊
浦
　
西
念
寺
鐘
楼
）

延
享
二
年 

（
一
七
四
五
） 

和
州
　
河
原
城
　
瓦
屋
　
孫
兵
衛
　
瓦
□
□
□
作
（
天
理
市
丹
波
市
　

迎
乗
寺
）

延
享
二
年 

（
一
七
四
五
） 

南
都
　
符
小
　
符
坂
氏
忠
兵
衛
（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
井
庄
右
衛
門
作
（
御
所
市
柏

原
　
楽
音
寺
本
堂
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

新
口
村
　
瓦
子
　
相
田
傳
兵
衛
　
板
（
橿
原
市
葛
本
町
　
安
楽
寺
表
門
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

雲
梯
村
　
石
村
小
兵
衛
作
（
高
取
町
薩
摩
　
西
法
寺
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
　
旧
浄
願
寺
）

延
享
四
年 

（
一
七
四
七
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
）

延
享
四
年 

（
一
七
四
七
） 

大
安
寺
村
　
佐
平
次
（
田
原
本
大
木
　
仏
光
寺
）

延
享
五
年 

（
一
七
四
八
） 

新
口
村
　
瓦
師
　
相
田
傳
兵
衛
作
（
橿
原
市
八
木
町
　
西
福
寺
）

寛
延
二
年 

（
一
七
四
九
） 

□
□
□
（
橿
原
市
曽
我
町
　
光
専
寺
）
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寛
延
三
年 

（
一
七
五
〇
） 

大
和
國
　
雲
梯
村
住
人
　
松
原
氏
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
西
坊
城
　

西
願
寺
）

寛
延
三
年 

（
一
七
五
〇
） 

ミ
ワ
　
佐
平
次
（
大
宇
陀
町
　
法
正
寺
本
堂
）

寛
延
四
年 

（
一
七
五
一
） 

五
位
村
　
作
人
　
又
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
福
田
家
　
※
）

寛
延
四
年 

（
一
七
五
一
） 

和
州
　
吉
野
郡
　
河
原
屋
村
　
瓦
師
　
野
木
勘
兵
衛
作
（
大
淀
町
比

曽
　
比
曽
寺
表
門
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

三
輪
里
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　
正
覚
寺
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
蔵
　
家
紋
）

宝
暦
二
年 

（
一
七
五
二
） 

玉
手
村
　
瓦
屋
　
治
郎
兵
衛
（
御
所
市
　
吉
祥
草
寺
境
内
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

作
人
　
五
井
村
　
大
西
又
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
若
林
家
鳥
衾
瓦
　
※
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

作
人
　
五
位
村
　
大
西
又
七
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
境
内
）

宝
暦
三
年 

（
一
七
五
三
） 

梵
誉
代
　
三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　

大
願
寺
境
内
　
鳥
衾
瓦
）

宝
暦
四
年 

（
一
七
五
四
） 

二
階
堂
焼
物
師
小
山
藤
四
郎
作
（
田
原
本
町
八
尾
　
鏡
作
神
社
社
務
所
）

宝
暦
四
年 

（
一
七
五
四
） 

五
井
村
瓦
師
　
大
西
又
七
作
（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
）

宝
暦
五
年 

（
一
七
五
五
） 

大
海
か
わ
ら
屋
　
惣
兵
衛
（
天
理
市
上
長
岡
　
大
念
仏
寺
）

宝
暦
五
年 

（
一
七
五
五
） 

雲
梯
邑
　
住
人
　
胸
次
氏
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
曙
町
　
宗
願
寺
）

宝
暦
六
年 

（
一
七
五
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
黒
崎
　
大
日
寺
）

宝
暦
七
年 

（
一
七
五
七
） 

作
人
柏
原
村
谷
井
久
兵
衛
（
天
理
市
檜
垣
町
　
石
野
瓦
工
業
蔵
　
旧

所
在
地
不
明
）

宝
暦
七
年 

（
一
七
五
七
） 

□
□
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
庫
裡
　
明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け

て
大
御
輪
寺
の
客
殿
を
移
築
）

宝
暦
八
年 
（
一
七
五
八
） 

高
市
郡
五
井
村
　
作
人
　
大
西
又
七
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
本
堂
）

宝
暦
八
年 

（
一
七
五
八
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
吉
村
家
）

寺
本
堂
）

元
文
五
年 

（
一
七
四
〇
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
庄
衛
門
作
（
橿
原
市

川
西
町
　
円
福
寺
）

元
文
六
年 
（
一
七
四
一
） 

□
□
□
（
橿
原
市
一
町
　
浄
国
寺
表
門
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 

三
輪
邑
　
瓦
師
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
元
年 

（
一
七
四
一
） 
横
内
村
　
彦
四
郎
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
）

寛
保
二
年 

（
一
七
四
二
） 

土
佐
　
瓦
屋
平
四
郎
（
高
取
町
観
覚
寺
　
子
嶋
寺
）

寛
保
三
年 

（
一
七
四
三
） 

大
海
村
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
宗
兵
衛
）（
天
理
市
桧
垣
町
　
元
暦
寺

本
堂
）

延
享
元
年 

（
一
七
四
四
） 

和
州
　
葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
井
庄
右
衛
門
作
（
明

日
香
村
豊
浦
　
西
念
寺
鐘
楼
）

延
享
二
年 

（
一
七
四
五
） 

和
州
　
河
原
城
　
瓦
屋
　
孫
兵
衛
　
瓦
□
□
□
作
（
天
理
市
丹
波
市
　

迎
乗
寺
）

延
享
二
年 

（
一
七
四
五
） 

南
都
　
符
小
　
符
坂
氏
忠
兵
衛
（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

葛
上
郡
　
柏
原
邑
之
住
人
　
瓦
師
　
谷
井
庄
右
衛
門
作
（
御
所
市
柏

原
　
楽
音
寺
本
堂
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

新
口
村
　
瓦
子
　
相
田
傳
兵
衛
　
板
（
橿
原
市
葛
本
町
　
安
楽
寺
表
門
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

雲
梯
村
　
石
村
小
兵
衛
作
（
高
取
町
薩
摩
　
西
法
寺
）

延
享
三
年 

（
一
七
四
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
　
旧
浄
願
寺
）

延
享
四
年 

（
一
七
四
七
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
政
芳
（
桜
井
市
）

延
享
四
年 

（
一
七
四
七
） 

大
安
寺
村
　
佐
平
次
（
田
原
本
大
木
　
仏
光
寺
）

延
享
五
年 

（
一
七
四
八
） 

新
口
村
　
瓦
師
　
相
田
傳
兵
衛
作
（
橿
原
市
八
木
町
　
西
福
寺
）

寛
延
二
年 

（
一
七
四
九
） 

□
□
□
（
橿
原
市
曽
我
町
　
光
専
寺
）
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宝
暦
一
二
年 

（
一
七
六
二
） 

瓦
工
　
和
州
　
式
下
郡
　
今
里
邑
　
平
七
（
奈
良
市
登
大
路
町
　
興

福
寺
南
円
堂
　
※
）

宝
暦
一
三
年 

（
一
七
六
三
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
大
西
又
七
作
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
表
門
　

留
蓋
）

宝
暦
一
□
年 

（
一
七
六
〇
以
後
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
明
日
香
村
岡
　
岡
寺
仁
王
門
　
※
）

明
和
元
年 

（
一
七
六
四
） 

（
桜
井
市
薬
師
町
　
薬
師
庵
）

明
和
元
年 

（
一
七
六
四
） 

新
口
村
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
明
教
寺
）

明
和
二
年 

（
一
七
六
五
） 

修
覆
　
新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
伝
兵
衛
（
橿
原
市
中
曽
司
町
　
磐
余

神
社
拝
殿
）

明
和
二
年 

（
一
七
六
五
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
伝
兵
衛
（
大
和
高
田
市
南
本
町
　
長
谷
本
寺

本
堂
）

明
和
二
年 

（
一
七
六
五
） 

五
井
村
　
大
西
治
良
四
郎
（
橿
原
市
中
曽
司
町
　
正
福
寺
境
内
）

明
和
二
年 

（
一
七
六
五
） 

雲
梯
邑
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
小
兵
衛
（
橿
原
市
東
坊
城
町
　
金
剛
寺
　

「
金
」
の
字
）

明
和
三
年 

（
一
七
六
六
） 

三
輪
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
エ
門
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
本
坊
中
雀
門
）

明
和
三
年 

（
一
七
六
六
） 

八
百
村
　
堀
門
文
右
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　
来
迎
寺
表
門
）

明
和
四
年 

（
一
七
六
七
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
多
武
峰
　
旧
子
院
門
）

明
和
四
年 

（
一
七
六
七
） 

四
条
新
町
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
喜
兵
衛
（
橿
原
市
東
池
尻
町
　
本
福

寺
表
門
）

明
和
五
年 

（
一
七
六
八
） 

ミ
ワ
　
佐
平
次
（
桜
井
市
初
瀬
　
万
福
寺
本
堂
）

明
和
五
年 

（
一
七
六
八
） 

雲
梯
村
住
　
瓦
屋
　
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
土
庫
　
弥
勒
寺
本
堂
）

明
和
六
年 

（
一
七
六
九
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
作
人
大
西
治
□
（
橿
原
市
醍
醐
町
　
是
信
寺
本
堂
）

明
和
七
年 
（
一
七
七
〇
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
細
工
大
西
佐
□
□
（
橿
原
市
醍
醐
町
　
養
国
寺

表
門
）

宝
暦
八
年 

（
一
七
五
八
） 

作
人
　
五
井
村
　
大
西
又
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
山
尾
家
土
蔵
　
宝

嚢
　
※
）

宝
暦
八
年 
（
一
七
五
八
） 

高
市
郡
　
雲
梯
村
　
住
人
　
橘
氏
小
兵
衛
（
花
押
）（
橿
原
市
曲
川

町
　
徳
応
寺
）

宝
暦
八
年 

（
一
七
五
八
） 

新
口
村
　
□
□
傳
兵
衛
（
田
原
本
町
秦
庄
　
秦
楽
寺
境
内
　
春
日
神

社
拝
殿
）

宝
暦
九
年 

（
一
七
五
九
） 
作
人
　
五
井
村
　
大
西
又
七
（
花
押
）（
橿
原
市
醍
醐
町
　
薬
師
堂
　

養
国
寺
本
堂
）

宝
暦
九
年 

（
一
七
五
九
） 

高
市
郡
　
五
位
村
　
作
人
　
大
西
又
七
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
安
居
院

鐘
楼
）

宝
暦
九
年 

（
一
七
五
九
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
細
工
人
　
大
西
又
七
（
大
和
高
田
市
土
庫
　
弥

勒
寺
鐘
堂
）

宝
暦
九
年 

（
一
七
五
九
） 

観
覚
寺
村
　
□
□
□
衛
□
（
御
所
市
出
屋
敷
　
福
応
寺
）

宝
暦
九
年 

（
一
七
五
九
） 

新
口
村
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
田
原
本
町
多
　
多
神
社
旧
拝
殿
）

宝
暦
一
〇
年 

（
一
七
六
〇
） 

（
田
原
本
町
薬
王
寺
　
蓮
休
寺
本
堂
）

宝
暦
一
〇
年 

（
一
七
六
〇
） 

坊
城
　
瓦
屋
　
藤
田
左
□
（
佐
介
ヵ
）　
曽
我
村
庄
□
（
橿
原
市
東

坊
城
町  

民
家
）

宝
暦
一
〇
年 

（
一
七
六
〇
） 

高
市
郡
　
五
位
村
　
細
工
人
　
大
西
又
七
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
法
満

寺
本
堂
）

宝
暦
一
一
年 

（
一
七
六
一
） 

□
□
□
（
橿
原
市
八
木
町
　
国
分
寺
本
堂
）

宝
暦
一
二
年 

（
一
七
六
二
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
十
市
町
　
常
願
寺
本
堂
　

獅
子
口
「
常
」
の
字
）

宝
暦
一
二
年 

（
一
七
六
二
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
西
新
堂
町
　
普
賢
寺
本
堂
）

宝
暦
一
二
年 

（
一
七
六
二
） 

大
か
ひ
　
惣
兵
衛
（
田
原
本
町
大
木
　
善
照
寺
本
堂
）
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安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
良
右
ェ
門
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
庫
裏
）

安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
茅
原
　
富
士
厳
島
神
社
　
旧
神
宮
寺
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
伝
兵
衛
（
田
原
本
町
矢
部
　
安
楽
寺
本
堂
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

新
口
村
　
瓦
□
　
槌
屋
傳
□
（
大
和
高
田
市
南
本
町
　
長
谷
本
寺
鐘
堂
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
作
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

安
永
九
年
ヵ 

（
一
七
八
〇
） 

三
輪
　
瓦
工
ヵ
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
庫
裏
）

安
永
九
年 

（
一
七
八
〇
） 

雲
梯
村
　
瓦
工
　
小
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

新
口
村
　
瓦
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
本
堂
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

新
口
村
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
常
盤
町
　
教
円
寺
本
堂
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

奥
山
村
　
瓦
屋
　
太
七
（
橿
原
市
四
条
町
　
妙
観
寺
本
堂
）

天
明
三
年 

（
一
七
八
三
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
田
原
本
町
薬
王
寺
　
蓮
休
寺
本
堂
）

天
明
三
年 

（
一
七
八
三
） 

寺
田
村
　
瓦
屋
　
源
六
（
高
取
町
寺
崎
　
安
楽
寺
本
堂
）

天
明
四
年 

（
一
七
八
四
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
傳
兵
衛
（
橿
原
市
大
垣
町
　
親
縁
寺
境
内
）

天
明
四
年 

（
一
七
八
四
） 

□
□
□
（
橿
原
市
中
町
　
浄
楽
寺
本
堂
　
明
治
年
間
多
武
峯
か
ら
移
築
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

奥
山
邑
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
太
七
（
明
日
香
村
奥
山
　
民
家
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

柏
原
村
　
瓦
屋
　
甚
九
良
（
高
取
町
田
井
庄
　
如
来
寺
旧
本
堂
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

柏
原
村
　
住
人
　
瓦
屋
　
甚
九
良
（
高
取
町
市
尾
　
是
教
寺
本
堂
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
瓦
屋
　
大
西
治
郎
四
郎
（
広
陵
町
南
郷
　
定
願

寺
表
門
）

天
明
七
年 

（
一
七
八
七
） 

十
市
郡
　
新
口
村
　
瓦
工
　
槌
谷
傳
兵
衛
（
橿
原
市
常
盤
町
　
春
日

神
社
境
内
　
阿
弥
陀
堂
）

天
明
八
年 

（
一
七
八
八
） 

瓦
工
　
戒
重
　
外
嶋
藤
蔵
（
橿
原
市
法
花
寺
町
　
法
善
寺
本
堂
）

天
明
八
年 

（
一
七
八
八
） 

□
□
□
（
橿
原
市
八
木
町
　
国
分
寺
鐘
堂
）

明
和
九
年 

（
一
七
七
二
） 

二
ノ
口
村
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
本
堂
）

明
和
九
年 

（
一
七
七
二
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
・
春
日
神
社
東
門
　
留
蓋
）

安
永
二
年 

（
一
七
七
三
） 

山
田
瓦
屋
　
伊
右
衛
門
「
石
川
山
田
瓦
伊
」
刻
印
（
橿
原
市
東
竹
田

町
　
融
宣
寺
本
堂
）

安
永
二
年 

（
一
七
七
三
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
市
□
　
作
人
　
大
西
次
郎
四
郎
（
橿
原
市
今
井

町
　
豊
田
家
　
※
）

安
永
三
年 

（
一
七
七
四
） 

作
人
柏
原
村
拾
人
　
瓦
屋
庄
右
エ
門
（
橿
原
市
久
米
町
　
久
米
寺
本

堂
　
丸
瓦
凸
面
　
※
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
芝
　
慶
田
寺
庫
裏
　
家
紋
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

二
ノ
口
村
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
延
命
院
本
堂
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

細
工
人
　
新
町
　
瓦
師
　
喜
兵
衛
（
橿
原
市
小
房
町
　
大
願
寺
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

（
和
州
柏
原
村
　
瓦
工
　
甚
九
良
　
細
工
人
　
大
坂
　
小
四
郎
）
か

（
高
取
町
壺
阪
　
壺
阪
寺
礼
堂
　
※
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

葛
上
郡
柏
原
村
　
谷
井
久
兵
衛
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
境
内
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

和
州
柏
原
村
　
谷
井
瓦
屋
　
庄
右
衛
門
作
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光

寺
境
内
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

百
済
　
森
村
（
広
陵
町
百
済
に
森
村
あ
り
）　
藤
村
弥
惣
八
（
明
日

香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
塀
　
留
蓋
　
龍
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

□
領
　
御
坊
邑
　
瓦
屋
　
甚
五
良
　
細
工
　
本
馬
邑
　
利
兵
衛
（
橿

原
市
鳥
屋
町
　
高
松
寺
本
堂
）

安
永
六
年 

（
一
七
七
七
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺

庫
裏
）

安
永
六
年 

（
一
七
七
七
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
明
日
香
村
岡
　
岡
寺
仁
王
門
　
※
）

安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

新
口
住
　
瓦
師
傳
兵
（
橿
原
市
常
盤
町
　
教
円
寺
本
堂
）
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安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
良
右
ェ
門
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
庫
裏
）

安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
茅
原
　
富
士
厳
島
神
社
　
旧
神
宮
寺
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
伝
兵
衛
（
田
原
本
町
矢
部
　
安
楽
寺
本
堂
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

新
口
村
　
瓦
□
　
槌
屋
傳
□
（
大
和
高
田
市
南
本
町
　
長
谷
本
寺
鐘
堂
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
作
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

安
永
八
年 

（
一
七
七
九
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

安
永
九
年
ヵ 

（
一
七
八
〇
） 

三
輪
　
瓦
工
ヵ
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
庫
裏
）

安
永
九
年 

（
一
七
八
〇
） 

雲
梯
村
　
瓦
工
　
小
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

新
口
村
　
瓦
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
本
堂
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

新
口
村
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
常
盤
町
　
教
円
寺
本
堂
）

天
明
元
年 

（
一
七
八
一
） 

奥
山
村
　
瓦
屋
　
太
七
（
橿
原
市
四
条
町
　
妙
観
寺
本
堂
）

天
明
三
年 

（
一
七
八
三
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
田
原
本
町
薬
王
寺
　
蓮
休
寺
本
堂
）

天
明
三
年 

（
一
七
八
三
） 

寺
田
村
　
瓦
屋
　
源
六
（
高
取
町
寺
崎
　
安
楽
寺
本
堂
）

天
明
四
年 

（
一
七
八
四
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
傳
兵
衛
（
橿
原
市
大
垣
町
　
親
縁
寺
境
内
）

天
明
四
年 

（
一
七
八
四
） 

□
□
□
（
橿
原
市
中
町
　
浄
楽
寺
本
堂
　
明
治
年
間
多
武
峯
か
ら
移
築
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

奥
山
邑
　
細
工
人
　
瓦
屋
　
太
七
（
明
日
香
村
奥
山
　
民
家
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

柏
原
村
　
瓦
屋
　
甚
九
良
（
高
取
町
田
井
庄
　
如
来
寺
旧
本
堂
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

柏
原
村
　
住
人
　
瓦
屋
　
甚
九
良
（
高
取
町
市
尾
　
是
教
寺
本
堂
）

天
明
五
年 

（
一
七
八
五
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
瓦
屋
　
大
西
治
郎
四
郎
（
広
陵
町
南
郷
　
定
願

寺
表
門
）

天
明
七
年 

（
一
七
八
七
） 

十
市
郡
　
新
口
村
　
瓦
工
　
槌
谷
傳
兵
衛
（
橿
原
市
常
盤
町
　
春
日

神
社
境
内
　
阿
弥
陀
堂
）

天
明
八
年 
（
一
七
八
八
） 

瓦
工
　
戒
重
　
外
嶋
藤
蔵
（
橿
原
市
法
花
寺
町
　
法
善
寺
本
堂
）

天
明
八
年 

（
一
七
八
八
） 

□
□
□
（
橿
原
市
八
木
町
　
国
分
寺
鐘
堂
）

明
和
九
年 

（
一
七
七
二
） 

二
ノ
口
村
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
本
堂
）

明
和
九
年 

（
一
七
七
二
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
・
春
日
神
社
東
門
　
留
蓋
）

安
永
二
年 
（
一
七
七
三
） 

山
田
瓦
屋
　
伊
右
衛
門
「
石
川
山
田
瓦
伊
」
刻
印
（
橿
原
市
東
竹
田

町
　
融
宣
寺
本
堂
）

安
永
二
年 

（
一
七
七
三
） 

高
市
郡
　
五
井
村
　
市
□
　
作
人
　
大
西
次
郎
四
郎
（
橿
原
市
今
井

町
　
豊
田
家
　
※
）

安
永
三
年 

（
一
七
七
四
） 
作
人
柏
原
村
拾
人
　
瓦
屋
庄
右
エ
門
（
橿
原
市
久
米
町
　
久
米
寺
本

堂
　
丸
瓦
凸
面
　
※
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

三
輪
　
佐
平
次
（
桜
井
市
芝
　
慶
田
寺
庫
裏
　
家
紋
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

二
ノ
口
村
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
八
木
町
　
延
命
院
本
堂
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

細
工
人
　
新
町
　
瓦
師
　
喜
兵
衛
（
橿
原
市
小
房
町
　
大
願
寺
）

安
永
四
年 

（
一
七
七
五
） 

（
和
州
柏
原
村
　
瓦
工
　
甚
九
良
　
細
工
人
　
大
坂
　
小
四
郎
）
か

（
高
取
町
壺
阪
　
壺
阪
寺
礼
堂
　
※
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

葛
上
郡
柏
原
村
　
谷
井
久
兵
衛
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
境
内
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

和
州
柏
原
村
　
谷
井
瓦
屋
　
庄
右
衛
門
作
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光

寺
境
内
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

百
済
　
森
村
（
広
陵
町
百
済
に
森
村
あ
り
）　
藤
村
弥
惣
八
（
明
日

香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
塀
　
留
蓋
　
龍
）

安
永
五
年 

（
一
七
七
六
） 

□
領
　
御
坊
邑
　
瓦
屋
　
甚
五
良
　
細
工
　
本
馬
邑
　
利
兵
衛
（
橿

原
市
鳥
屋
町
　
高
松
寺
本
堂
）

安
永
六
年 

（
一
七
七
七
） 

三
輪
　
瓦
工
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
　
政
芳
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺

庫
裏
）

安
永
六
年 

（
一
七
七
七
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
明
日
香
村
岡
　
岡
寺
仁
王
門
　
※
）

安
永
七
年 

（
一
七
七
八
） 

新
口
住
　
瓦
師
傳
兵
（
橿
原
市
常
盤
町
　
教
円
寺
本
堂
）
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寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
大
福
　
光
専
寺
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

瓦
細
工
　
戒
重
村
　
外
嶋
藤
蔵
　
冨
定
（
桜
井
市
南
音
羽
　
観
音
寺

本
堂
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

新
口
村
　
槌
屋
傳
兵
衛
（
橿
原
市
土
橋
町
　
大
日
堂
　
唐
獅
子
留
蓋
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

新
口
村
　
瓦
屋
　
槌
屋
傳
八
（
橿
原
市
土
橋
町
　
大
日
堂
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

藤
原
氏
　
瓦
工
　
甚
五
郎
（
御
所
市
柏
原
　
西
光
寺
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

柏
原
村
住
人
　
瓦
工
　
甚
九
郎
（
高
取
町
清
水
谷
　
冷
水
寺
本
堂
　

瓦
製
露
盤
・
鬼
瓦
）

寛
政
七
年 

（
一
七
九
五
） 

（
高
取
町
与
楽
　
與
楽
寺
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
（
桜
井
市
薬
師
町
　
薬
師
庵
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

（
桜
井
市
山
田
　
善
行
寺
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

新
口
村
　
瓦
工
　
伝
八
（
橿
原
市
山
之
坊
町
　
阿
弥
陀
寺
境
内
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

作
人
　
五
井
　
瓦
屋
　
伊
三
郎
（
橿
原
市
今
井
町
　
八
幡
神
社
拝
殿

境
内
　
狐
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

（
桜
井
市
芝
　
民
家
）

寛
政
八
年 

（
一
七
九
六
） 

河
原
屋
村
　
野
木
勘
兵
衛
か
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺
）

寛
政
九
年 

（
一
七
九
七
） 

奥
山
　
太
七
（
橿
原
市
今
井
町
　
広
島
家
土
蔵
　
宝
嚢
　
※
）

寛
政
十
年 

（
一
七
九
八
） 

細
人
　
高
市
ノ
郡
　
御
坊
村
　
瓦
屋
　
恵
五
郎
（
橿
原
市
飛
騨
町
　

善
行
寺
）

寛
政
十
一
年 

（
一
七
九
九
） 

細
工
人
　
□
上
□
　
川
合
半
兵
衛
（
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
）

寛
政
十
一
年 

（
一
七
九
九
） 

大
泉
村
　
瓦
屋
　
藤
治
郎
（
桜
井
市
芝
　
慶
田
寺
塀
　
留
蓋
）

寛
政
十
三
年 

（
一
八
〇
一
） 

ミ
ワ
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
岩
坂
　
民
家
　
家
紋
）

寛
政 

 

三
輪
瓦
工
　
□
平
治
（
桜
井
市
）

享
和
二
年 

（
一
八
〇
二
） 

十
市
　
瓦
や
　
半
治
良
（
橿
原
市
常
盤
町
　
常
光
寺
）

寛
政
元
年 

（
一
七
八
九
） 

横
ヵ
　
瓦
（
桜
井
市
上
之
宮
　
民
家
）

寛
政
元
年 

（
一
七
八
九
） 

お
工
山
村
　
作
人
　
太
七
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
表
門
）

寛
政
二
年 
（
一
七
九
〇
） 

瓦
工
　
五
良
右
衛
門
　
瓦
師
　
佐
平
次
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

寛
政
二
年 
（
一
七
九
〇
） 

上
市
ヵ
　
佐
平
次
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

寛
政
二
年 

（
一
七
九
〇
） 

大
海
　
瓦
屋
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

寛
政
二
年 

（
一
七
九
〇
） 

細
工
　
瓦
屋
　
彌
七
良
　
藤
蔵
（
桜
井
市
戒
重
、
西
方
寺
）

寛
政
三
年 

（
一
七
九
一
） 
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
本
堂
）

寛
政
三
年 

（
一
七
九
一
） 

瓦
細
工
　
戒
重
　
外
嶋
藤
蔵
　
細
工
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（（
桜
井
市

戒
重
　
西
方
寺
）

寛
政
三
年 

（
一
七
九
一
） 

柏
原
村
　
瓦
屋
　
庄
左
衛
門
（
高
取
町
下
小
島
　
小
島
神
社
）

寛
政
四
年 

（
一
七
九
二
） 

邑
　
瓦
伊
（
桜
井
市
大
福
　
大
念
寺
塀
）

寛
政
四
年 

（
一
七
九
二
） 

横
内
　
瓦
屋
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
）

寛
政
五
年 

（
一
七
九
三
） 

作
人
柏
原
村
　
谷
庄
左
衛
門
　（
高
取
町
下
土
佐
　
光
明
寺
　
が
ん

ぶ
り
瓦
凸
面
）

寛
政
五
年 

（
一
七
九
三
） 

新
口
む
ら
　
か
わ
ら
屋
　
傳
兵
衛
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
正
福
寺
薬

師
堂
）

寛
政
五
年 

（
一
七
九
三
） 

五
井
村
　
作
人
　
大
西
又
七
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
法
満
寺
本
堂
）

寛
政
五
年 

（
一
七
九
三
） 

大
海
村
　
瓦
工
　
惣
兵
衛
（
天
理
市
柳
本
　
専
行
寺
　
留
蓋
）

寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
） 

三
輪
　
佐
兵
治
（
桜
井
市
桜
井
　
来
迎
寺
東
門
）

寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
） 

横
内
　
伊
兵
衛
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
保
寿
院
鐘
堂
）

寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
） 

谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
三
輪
　
恵
比
寿
神
社
鐘
堂
）

寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
） 

五
井
村
　
作
人
　
大
西
治
郎
四
郎
（
橿
原
市
五
井
町
　
称
名
院
　
龍

鬼
瓦
　
菊
水
留
蓋
）

寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
） 

南
都
　（
細
工
人
　
米
川
ヵ
）（
御
所
市
　
民
家
）
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文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
ワ
佐
平
次
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
庫
裡
、
明
治
四
年
か
ら
六
年

に
か
け
て
大
御
輪
寺
の
客
殿
を
移
築
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
金
蓮
院
　
菊
花
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

俵
本
　
瓦
師
　
善
三
郎
（
田
原
本
町
田
原
本
　
楽
田
寺
本
堂
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

箸
喰
村
　
瓦
師
　
新
七
（
大
和
高
田
市
西
坊
城
　
西
願
寺
　
菊
花
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

（
大
和
高
田
市
南
本
町
　
安
川
金
物
店
　
家
紋
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

三
輪
　
瓦
師
　
佐
平
治
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
恵
比
寿
像
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

三
瓦
五
作
（
桜
井
市
馬
場
　
社
家
　
家
紋
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

瓦
師
　
三
角
與
兵
衛
（
香
芝
市
上
中
　
正
願
寺
本
堂
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

細
工
所
　
土
佐
北
口
　
川
合
半
兵
衛
　
刻
印
（
大
和
高
田
市
本
郷
町
　

不
動
院
境
内
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

三
輪
　
瓦
師
　
佐
平
治
（
桜
井
市
吉
備
　
民
家
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

戒
重
　
細
工
　
瓦
屋
　
藤
蔵
（
桜
井
市
浅
古
　
民
家
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

大
谷
村
　
瓦
師
　
藤
村
五
兵
衛
（
大
和
高
田
市
永
和
町
　
専
修
院
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

（
三
輪
　
瓦
）
屋
佐
平
治
（
桜
井
市
茅
原
　
民
家
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

ミ
ワ
　
佐
平
治
（
桜
井
市
脇
本
　
民
家
　
小
槌
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

奥
山
村
　
太
ヵ
□
　
□
□
人
政
□
（
明
日
香
村
八
釣
　
民
家
　
小
槌
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
）

文
化
一
〇
年 

（
一
八
一
三
） 

横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
西
之
宮
　
阿
彌
寺
本
堂
）

文
化
一
〇
年 

（
一
八
一
三
） 

細
工
人
　
土
佐
北
口
　
川
合
半
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺

行
者
堂
）

文
化
一
〇
年
ヵ （
一
八
一
三
） 

細
工
所
　
土
佐
北
口
　
河
合
半
兵
衛
（
刻
印
）（
高
取
町
観
覚
寺
　

小
嶋
寺
）

文
化
一
一
年 

（
一
八
一
四
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
五
郎
右
エ
門
（
桜
井
市
箸
中
　
国
津
神
社
拝
殿
）

享
和
二
年
ヵ 

（
一
八
〇
二
） 

今
里
村
　
瓦
□
　
平
七
（
田
原
本
町
法
貴
寺
　
蓮
光
寺
本
堂
）

享
和
三
年 

（
一
八
〇
三
） 

和
州
　
高
市
郡
　
箸
喰
邑
　
瓦
屋
　
細
工
人
　
新
七
（
橿
原
市
東
坊

城
町
　
正
覚
寺
　
獅
子
口
）

享
和
三
年 

（
一
八
〇
三
） 

雲
梯
村
　
瓦
師
　
松
原
氏
　
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
出
　
光
暁
寺
　

獅
子
口
）

文
化
元
年 

（
一
八
〇
四
） 

観
覚
寺
村
　
瓦
師
　
川
合
半
兵
衛
（
高
取
町
森
　
永
明
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

戒
重
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（
桜
井
市
池
之
内
　
稚
桜
神
社
仮
宮
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

瓦
工
　
戒
重
　
藤
蔵
　
弥
七
良
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

（
土
佐
　
北
口
　
細
工
人
）
川
合
半
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
西
光
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

横
内
瓦
（
桜
井
市
戒
重
　
民
家
　
菊
花
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
ヵ
（
桜
井
市
初
瀬
　
民
家
　
家
紋
）

文
化
三
年 

（
一
八
〇
六
） 

瓦
工
　
戒
重
村
　
外
嶋
藤
蔵
　
冨
定
（
橿
原
市
四
条
町
　
東
通
寺
　

恵
比
寿
・
大
黒
天
像
）

文
化
三
年 

（
一
八
〇
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
下
　
聖
林
寺
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

五
井
瓦
　
安
治
郎
（
橿
原
市
今
井
町
　
民
家
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

奥
山
　
太
七
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

瓦
工
　
伊
八
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
保
寿
院
鐘
堂
　
留
蓋
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

五
井
村
　
瓦
安
（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
絵
馬
堂
）

文
化
五
年 

（
一
八
〇
八
） 

細
工
　
横
内
　
伊
兵
衛
（
橿
原
市
東
池
尻
町
　
民
家
）

文
化
五
年 

（
一
八
〇
八
） 

和
州
　
越
知
邑
　
瓦
屋
　
太
四
郎
（
明
日
香
村
豊
浦
　
西
念
寺
本
堂
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

戒
重
村
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

瓦
工
　
戒
□
　
細
工
□
（
桜
井
市
初
瀬
　
崇
蓮
寺
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
ワ
　
瓦
屋
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
拝
堂
　
明
治
一
一

年
興
福
寺
か
ら
移
築
）　
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文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
ワ
佐
平
次
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
庫
裡
、
明
治
四
年
か
ら
六
年

に
か
け
て
大
御
輪
寺
の
客
殿
を
移
築
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
金
蓮
院
　
菊
花
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

俵
本
　
瓦
師
　
善
三
郎
（
田
原
本
町
田
原
本
　
楽
田
寺
本
堂
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

箸
喰
村
　
瓦
師
　
新
七
（
大
和
高
田
市
西
坊
城
　
西
願
寺
　
菊
花
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

（
大
和
高
田
市
南
本
町
　
安
川
金
物
店
　
家
紋
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

三
輪
　
瓦
師
　
佐
平
治
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
恵
比
寿
像
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

三
瓦
五
作
（
桜
井
市
馬
場
　
社
家
　
家
紋
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

瓦
師
　
三
角
與
兵
衛
（
香
芝
市
上
中
　
正
願
寺
本
堂
）

文
化
七
年 

（
一
八
一
〇
） 

細
工
所
　
土
佐
北
口
　
川
合
半
兵
衛
　
刻
印
（
大
和
高
田
市
本
郷
町
　

不
動
院
境
内
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

三
輪
　
瓦
師
　
佐
平
治
（
桜
井
市
吉
備
　
民
家
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

戒
重
　
細
工
　
瓦
屋
　
藤
蔵
（
桜
井
市
浅
古
　
民
家
）

文
化
八
年 

（
一
八
一
一
） 

大
谷
村
　
瓦
師
　
藤
村
五
兵
衛
（
大
和
高
田
市
永
和
町
　
専
修
院
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

（
三
輪
　
瓦
）
屋
佐
平
治
（
桜
井
市
茅
原
　
民
家
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

ミ
ワ
　
佐
平
治
（
桜
井
市
脇
本
　
民
家
　
小
槌
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

奥
山
村
　
太
ヵ
□
　
□
□
人
政
□
（
明
日
香
村
八
釣
　
民
家
　
小
槌
）

文
化
九
年 

（
一
八
一
二
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
）

文
化
一
〇
年 

（
一
八
一
三
） 

横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
西
之
宮
　
阿
彌
寺
本
堂
）

文
化
一
〇
年 

（
一
八
一
三
） 

細
工
人
　
土
佐
北
口
　
川
合
半
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺

行
者
堂
）

文
化
一
〇
年
ヵ （
一
八
一
三
） 

細
工
所
　
土
佐
北
口
　
河
合
半
兵
衛
（
刻
印
）（
高
取
町
観
覚
寺
　

小
嶋
寺
）

文
化
一
一
年 

（
一
八
一
四
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
五
郎
右
エ
門
（
桜
井
市
箸
中
　
国
津
神
社
拝
殿
）

享
和
二
年
ヵ 

（
一
八
〇
二
） 

今
里
村
　
瓦
□
　
平
七
（
田
原
本
町
法
貴
寺
　
蓮
光
寺
本
堂
）

享
和
三
年 

（
一
八
〇
三
） 

和
州
　
高
市
郡
　
箸
喰
邑
　
瓦
屋
　
細
工
人
　
新
七
（
橿
原
市
東
坊

城
町
　
正
覚
寺
　
獅
子
口
）

享
和
三
年 
（
一
八
〇
三
） 

雲
梯
村
　
瓦
師
　
松
原
氏
　
小
兵
衛
（
大
和
高
田
市
出
　
光
暁
寺
　

獅
子
口
）

文
化
元
年 

（
一
八
〇
四
） 

観
覚
寺
村
　
瓦
師
　
川
合
半
兵
衛
（
高
取
町
森
　
永
明
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 
戒
重
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（
桜
井
市
池
之
内
　
稚
桜
神
社
仮
宮
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

瓦
工
　
戒
重
　
藤
蔵
　
弥
七
良
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

（
土
佐
　
北
口
　
細
工
人
）
川
合
半
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
西
光
寺
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

横
内
瓦
（
桜
井
市
戒
重
　
民
家
　
菊
花
）

文
化
二
年 

（
一
八
〇
五
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
ヵ
（
桜
井
市
初
瀬
　
民
家
　
家
紋
）

文
化
三
年 

（
一
八
〇
六
） 

瓦
工
　
戒
重
村
　
外
嶋
藤
蔵
　
冨
定
（
橿
原
市
四
条
町
　
東
通
寺
　

恵
比
寿
・
大
黒
天
像
）

文
化
三
年 

（
一
八
〇
六
） 

三
輪
　
瓦
工
　
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
下
　
聖
林
寺
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

五
井
瓦
　
安
治
郎
（
橿
原
市
今
井
町
　
民
家
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

奥
山
　
太
七
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

瓦
工
　
伊
八
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
保
寿
院
鐘
堂
　
留
蓋
）

文
化
四
年 

（
一
八
〇
七
） 

五
井
村
　
瓦
安
（
橿
原
市
今
井
町
　
春
日
神
社
絵
馬
堂
）

文
化
五
年 

（
一
八
〇
八
） 

細
工
　
横
内
　
伊
兵
衛
（
橿
原
市
東
池
尻
町
　
民
家
）

文
化
五
年 

（
一
八
〇
八
） 

和
州
　
越
知
邑
　
瓦
屋
　
太
四
郎
（
明
日
香
村
豊
浦
　
西
念
寺
本
堂
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

戒
重
村
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（
橿
原
市
八
木
町
　
金
台
寺
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

瓦
工
　
戒
□
　
細
工
□
（
桜
井
市
初
瀬
　
崇
蓮
寺
）

文
化
六
年 

（
一
八
〇
九
） 

三
ワ
　
瓦
屋
五
郎
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　
妙
要
寺
拝
堂
　
明
治
一
一

年
興
福
寺
か
ら
移
築
）　
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文
政
六
年 

（
一
八
二
三
） 

葛
本
村
　
瓦
屋
　
久
蔵
　
細
工
人
□
□
（
橿
原
市
南
浦
町
　
民
家
）

文
政
六
年 

（
一
八
二
三
） 

瓦
屋
　
久
蔵
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
）

文
政
六
年 

（
一
八
二
三
） 

久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
（
橿
原
市
久
米
町
　
久
米
寺
本
堂
　
丸
瓦
凸

面
　
久
善
の
刻
印
）

文
政
六
年 

（
一
八
二
三
） 

細
工
人
　
川
合
半
兵
衛
（
橿
原
市
東
坊
城
町
　
民
家
）

文
政
七
年 

（
一
八
二
四
） 

細
工
　
戒
重
　
瓦
屋
　
彌
七
良
（
橿
原
市
常
盤
町
　
常
光
寺
）

文
政
七
年 

（
一
八
二
四
） 

施
主
　
瓦
長
　
細
工
人
　
郡
山
勝
（
高
取
町
越
智
　
光
雲
寺
）　

文
政
八
年 

（
一
八
二
五
） 

横
内
村
　
細
工
所
　
森
本
伊
兵
衛
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
安
居
院
本
堂
）

文
政
八
年 

（
一
八
二
五
） 

（
橿
原
市
今
井
町
　
今
西
家
）

文
政
八
年 

（
一
八
二
五
） 

細
工
所
　
式
下
郡
　
今
里
邑
　
南
瓦
屋
　
清
五
郎
（
橿
原
市
今
井
町
　

称
念
寺
本
堂
）

文
政
八
年 

（
一
八
二
五
） 

当
町
　
瓦
主
　
新
兵
衛
　
作
人
　
大
和
　
高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
師
　

新
兵
衛
（
花
押
）（
紀
の
川
市
　
粉
河
寺
内
　
十
禅
律
院
　
塗
上
門
）

文
政
九
年 

（
一
八
二
六
） 

細
工
□
□
　
伊
兵
衛
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
民
家
　
鳥
衾
瓦
）

文
政
九
年 

（
一
八
二
六
） 

三
ワ
　
瓦
五
作
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
愛
染
堂
）

文
政
九
年 

（
一
八
二
六
） 

和
州
　
長
谷
寺
　
御
茶
所
　
施
話
人
　
吉
野
家
□
兵
衛
　
三
ワ
　
瓦

屋
　
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
初
瀬
　
長
谷
寺
総
受
付
）

文
政
一
〇
年 

（
一
八
二
七
） 

細
工
　
瓦
屋
　
彌
七
良
　
戒
瓦
彌
（
橿
原
市
八
木
町
　
延
命
院
鐘
堂
）

文
政
一
〇
年 

（
一
八
二
七
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
宗
兵
衛
）（
桜
井
市
豊
田
　
西
福
寺
本
堂
　

獅
子
口
）

文
政
一
〇
年 

（
一
八
二
七
） 

大
海
　
瓦
屋
　
宗
兵
衛
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
家
紋
）

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
森
本
伊
兵
衛
（
桜
井
市
桜
井
　
来
迎
寺
庫
裏
）

文
政
一
一
年 
（
一
八
二
八
） 

三
輪
　
瓦
作
　
佐
平
治
　
細
工
人
　
弘
山
万
吉
（
桜
井
市
桜
井
　
来

迎
寺
庫
裏
）

文
化
一
一
年 

（
一
八
一
四
） 

上
里
村
　
瓦
師
　
三
角
與
兵
衛
（
大
和
高
田
市
内
本
町
　
専
立
寺
境
内
）

文
化
一
一
年
ヵ （
一
八
一
四
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
馬
場
　
民
家
　
小
槌
）

文
化
一
二
年 
（
一
八
一
五
） 

三
角
村
　
瓦
師
　
與
兵
（
葛
城
市
当
麻
　
当
麻
寺
旧
庫
裏
　
※
）

文
化
一
二
年 
（
一
八
一
五
） 

大
泉
村
　
瓦
や
　
藤
治
ろ
（
桜
井
市
芝
　
慶
田
寺
）

文
化
一
三
年
ヵ （
一
八
一
六
） 

□
□
村
　
□
せ
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
庫
裏
）

文
化
一
四
年 

（
一
八
一
七
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
東
本
町
　
民
家
）

文
化
一
四
年 

（
一
八
一
七
） 
高
市
郡
　
畑
村
　
瓦
屋
　
弥
十
郎
　
細
工
人
　
田
原
本
　
伊
八
（
明

日
香
村
岡
　
常
谷
寺
本
堂
）

文
化
一
五
年 

（
一
八
一
八
） 

か
わ
ら
屋
　
藤
次
郎
（
藤
衛
門
）（
橿
原
市
東
竹
田
町
　
融
宣
寺
）

文
化
一
五
年 

（
一
八
一
八
） 

野
口
　
清
六
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
来
迎
寺
表
門
　
鳥
衾
瓦
）

文
政
二
年 

（
一
八
一
九
） 

細
工
　
瓦
屋
　
彌
七
郎
　
細
工
　
戒
重
　
彌
七
郎
（
桜
井
市
西
之
宮
　

民
家
）

文
政
二
年 

（
一
八
一
九
） 

作
人
　
高
市
郡
　
五
井
邑
　
瓦
師
　
小
西
治
良
（
田
原
本
町
矢
部
　

願
立
寺
）

文
政
四
年 

（
一
八
二
一
） 

□
□
瓦
久
（
橿
原
市
東
竹
田
町
　
融
宣
寺
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

法
隆
寺
　
瓦
弥
（
桜
井
市
下
　
聖
林
寺
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

作
人
　
五
井
村
　
安
治
（
橿
原
市
今
井
町
　
蓮
妙
寺
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

土
田
村
　
善
兵
衛
（
桜
井
市
阿
倍
新
町
　
福
田
商
店
　
土
蔵
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

細
工
　
戒
重
村
　
瓦
屋
　
藤
蔵
　
細
工
　
横
内
伊
兵
衛
　
瓦
屋
□
□

（
橿
原
市
東
池
尻
町
　
本
福
寺
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

檜
垣
村
　
瓦
屋
　
孫
三
郎
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
本
堂
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
本
堂
）

文
政
五
年 

（
一
八
二
二
） 

大
和
国
　
式
下
郡
　
今
里
村
　
南
瓦
屋
　
木
村
清
八
（
橿
原
市
今
井

町
　
称
念
寺
本
堂
）
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天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

大
海
　
瓦
屋
　
安
兵
衛
（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
庫
裏
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

和
州
　
式
上
郡
　
柳
本
□
□
□
　
大
海
村
　
瓦
屋
　
宗
兵
衛
（
天
理

市
柳
本
町
　
旧
織
田
家
屋
形
　
橿
原
神
宮
に
移
築
　
※
）

天
保
四
年 

（
一
八
三
三
） 

高
市
郡
　
野
口
村
　
清
六
（
明
日
香
村
稲
渕
　
竜
福
寺
）

天
保
五
年 

（
一
八
三
四
） 

□
□
瓦
屋
　
□
治
郎
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
保
寿
院
庫
裏
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

ミ
ワ
　
瓦
勝
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
境
内
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

野
口
　
瓦
や
　
清
六
（
明
日
香
村
豊
浦
　
向
原
寺
薬
師
堂
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

瓦
焼
　
松
山
村
　
善
八
（
高
取
町
下
小
島
　
長
円
禅
寺
本
堂
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

常
門
　
清
右
衛
門
（
橿
原
市
一
町
　
念
仏
寺
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

箸
新
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
東
の
平
田
家
・
旧
旅
籠
　
亀
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

大
海
　
瓦
屋
　
宗
兵
衛
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

川
原
屋
村
　
野
木
勘
兵
衛
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

細
工
所
　
横
内
　
森
本
伊
兵
衛
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
桜
井
市
芝
　
民
家
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
鳩

留
蓋
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
（
御
所
市
与
楽
　
與
楽
寺
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
桜
井
市
芝
　
民
家
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
鳩

留
蓋
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

瓦
藤
（
桜
井
市
新
屋
敷
　
民
家
　
大
黒
天
像
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

三
輪
　
佐
平
治
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
宝
嚢
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

常
門
新
兵
衛
作
之
　
奥
瓦
嘉
（
帝
塚
山
大
学
博
物
館
蔵
　
軒
丸
瓦
范
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

三
輪
　
瓦
工
　
瓦
屋
　
伊
助
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

常
門
瓦
新
　
柏
瓦
甚
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

田
原
本
　
三
輪
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
細
工
人
（
田
原
本
町
田
原
本
　

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
□
□
（
明
日
香
村
島
庄
　
唯
称
寺
）
年
号
は
干

支
か
ら
す
る
と
一
二
年
の
誤
り
か
。

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
（
瓦
主
）　
新
兵
衛
作
之
　
瓦
師
　
池
田

与
兵
衛
　
常
瓦
新
　（
高
取
町
下
土
佐
　
西
光
寺
）

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

柏
甚
（
明
日
香
村
越
　
称
念
寺
）

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

五
井
村
　
瓦
屋
　
□
兵
衛
　
細
工
人
（
大
和
高
田
市
本
郷
町
　
不
動

院
　
瓦
製
露
盤
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

作
人
　
□
□
　
高
市
郡
　
瓦
屋
　
久
米
村
　
正
二
（
橿
原
市
高
殿
町
　

常
楽
寺
本
堂
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

大
か
い
　
宗
兵
衛
（
天
理
市
柳
本
町
　
専
行
寺
　
留
蓋
）

文
政
一
二
年
ヵ （
一
八
二
九
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
□
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

弐
枚
内
（
天
理
市
柳
本
町
（
旧
大
海
）
庚
申
堂
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

今
里
　
瓦
や
　
平
七
（
田
原
本
町
八
田
　
西
方
寺
）

文
政
一
三
年 

（
一
八
三
〇
） 

奉
献
　
横
内
　
森
本
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
本
堂
）

文
政
一
三
年 

（
一
八
三
〇
） 

柏
瓦
甚
（
御
所
市
柏
原
　 

西
光
寺
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

五
井
村
　
瓦
屋
　
安
治
□
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
行
者
堂
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

土
佐
北
口
　
細
工
人
　
川
合
半
兵
衛
　（
高
取
町
観
覚
寺
　
光
永
寺
　

獅
子
口
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

柏
谷
久
作
（
御
所
市
東
向
町
　
円
照
寺
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

檜
垣
村
　
瓦
清
　
細
工
人
　
櫟
本
善
吉
、
檜
瓦
清
　
市
善
　
柿
善
　

（
桜
井
市
大
福
　
大
念
寺
本
堂
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

瓦
師
　
三
ワ
　
□
（
桜
井
市
東
新
堂
　
民
家
　
甕
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

細
工
所
　
彦
四
郎
（
桜
井
市
吉
備
　
光
専
寺
表
門
　
留
蓋
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

大
海
邑
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
花
押
）（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
）
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天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

大
海
　
瓦
屋
　
安
兵
衛
（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
庫
裏
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

和
州
　
式
上
郡
　
柳
本
□
□
□
　
大
海
村
　
瓦
屋
　
宗
兵
衛
（
天
理

市
柳
本
町
　
旧
織
田
家
屋
形
　
橿
原
神
宮
に
移
築
　
※
）

天
保
四
年 

（
一
八
三
三
） 

高
市
郡
　
野
口
村
　
清
六
（
明
日
香
村
稲
渕
　
竜
福
寺
）

天
保
五
年 

（
一
八
三
四
） 

□
□
瓦
屋
　
□
治
郎
（
橿
原
市
膳
夫
町
　
保
寿
院
庫
裏
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

ミ
ワ
　
瓦
勝
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
飛
鳥
坐
神
社
境
内
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

野
口
　
瓦
や
　
清
六
（
明
日
香
村
豊
浦
　
向
原
寺
薬
師
堂
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

瓦
焼
　
松
山
村
　
善
八
（
高
取
町
下
小
島
　
長
円
禅
寺
本
堂
）

天
保
六
年 

（
一
八
三
五
） 

常
門
　
清
右
衛
門
（
橿
原
市
一
町
　
念
仏
寺
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

箸
新
（
橿
原
市
北
八
木
町
　
東
の
平
田
家
・
旧
旅
籠
　
亀
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

大
海
　
瓦
屋
　
宗
兵
衛
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
南
門
）

天
保
七
年 

（
一
八
三
六
） 

川
原
屋
村
　
野
木
勘
兵
衛
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

細
工
所
　
横
内
　
森
本
伊
兵
衛
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
桜
井
市
芝
　
民
家
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
鳩

留
蓋
）

天
保
八
年 

（
一
八
三
七
） 

久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
（
御
所
市
与
楽
　
與
楽
寺
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
桜
井
市
芝
　
民
家
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
鳩

留
蓋
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

瓦
藤
（
桜
井
市
新
屋
敷
　
民
家
　
大
黒
天
像
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

三
輪
　
佐
平
治
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
　
宝
嚢
）

天
保
九
年 

（
一
八
三
八
） 

常
門
新
兵
衛
作
之
　
奥
瓦
嘉
（
帝
塚
山
大
学
博
物
館
蔵
　
軒
丸
瓦
范
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

三
輪
　
瓦
工
　
瓦
屋
　
伊
助
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
）

天
保
一
〇
年 
（
一
八
三
九
） 

常
門
瓦
新
　
柏
瓦
甚
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

田
原
本
　
三
輪
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
細
工
人
（
田
原
本
町
田
原
本
　

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
□
□
（
明
日
香
村
島
庄
　
唯
称
寺
）
年
号
は
干

支
か
ら
す
る
と
一
二
年
の
誤
り
か
。

文
政
一
一
年 
（
一
八
二
八
） 

高
市
郡
　
常
門
村
　
瓦
屋
（
瓦
主
）　
新
兵
衛
作
之
　
瓦
師
　
池
田

与
兵
衛
　
常
瓦
新
　（
高
取
町
下
土
佐
　
西
光
寺
）

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

柏
甚
（
明
日
香
村
越
　
称
念
寺
）

文
政
一
一
年 

（
一
八
二
八
） 

五
井
村
　
瓦
屋
　
□
兵
衛
　
細
工
人
（
大
和
高
田
市
本
郷
町
　
不
動

院
　
瓦
製
露
盤
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

作
人
　
□
□
　
高
市
郡
　
瓦
屋
　
久
米
村
　
正
二
（
橿
原
市
高
殿
町
　

常
楽
寺
本
堂
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

大
か
い
　
宗
兵
衛
（
天
理
市
柳
本
町
　
専
行
寺
　
留
蓋
）

文
政
一
二
年
ヵ （
一
八
二
九
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
兵
□
（
桜
井
市
三
輪
　
心
念
寺
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

弐
枚
内
（
天
理
市
柳
本
町
（
旧
大
海
）
庚
申
堂
）

文
政
一
二
年 

（
一
八
二
九
） 

今
里
　
瓦
や
　
平
七
（
田
原
本
町
八
田
　
西
方
寺
）

文
政
一
三
年 

（
一
八
三
〇
） 

奉
献
　
横
内
　
森
本
（
桜
井
市
阿
部
　
文
殊
院
本
堂
）

文
政
一
三
年 

（
一
八
三
〇
） 

柏
瓦
甚
（
御
所
市
柏
原
　 

西
光
寺
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

五
井
村
　
瓦
屋
　
安
治
□
（
橿
原
市
今
井
町
　
旧
常
福
寺
行
者
堂
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

土
佐
北
口
　
細
工
人
　
川
合
半
兵
衛
　（
高
取
町
観
覚
寺
　
光
永
寺
　

獅
子
口
）

天
保
二
年 

（
一
八
三
一
） 

柏
谷
久
作
（
御
所
市
東
向
町
　
円
照
寺
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

檜
垣
村
　
瓦
清
　
細
工
人
　
櫟
本
善
吉
、
檜
瓦
清
　
市
善
　
柿
善
　

（
桜
井
市
大
福
　
大
念
寺
本
堂
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

瓦
師
　
三
ワ
　
□
（
桜
井
市
東
新
堂
　
民
家
　
甕
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

細
工
所
　
彦
四
郎
（
桜
井
市
吉
備
　
光
専
寺
表
門
　
留
蓋
）

天
保
三
年 

（
一
八
三
二
） 

大
海
邑
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
花
押
）（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
）
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天
保
一
四
年 

（
一
八
四
三
） 

ミ
ワ
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
粟
殿
　
民
家
　「
寿
」
の
字
）

天
保
一
四
年 

（
一
八
四
三
） 

柏
原
邑
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
　
伊
州
　
名
張
　
瓦
師
　
伊
兵
衛
（
高
取

町
寺
崎
　
安
楽
寺
表
門
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

細
工
所
　
横
内
　
森
本
勝
吉
作
（
桜
井
市
横
内
　
民
家
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

奥
山
　
嘉
右
エ
門
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
橿
原
市
今
井
町
　
蓮
妙
寺

鐘
堂
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

高
市
郡
　
奥
山
村
　
瓦
屋
　
嘉
右
エ
門
　（
橿
原
市
今
井
町
　
蓮
妙

寺
鐘
堂
　
唐
獅
子
留
蓋
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

高
市
郡
　
常
門
　
住
人
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作
之
　
奥
上
嘉
（
橿
原
市

今
井
町
　
蓮
妙
寺
鐘
堂
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

入
瓦
喜
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
之
（
明
日
香
村
入
谷
　
地
蔵
寺
地
蔵

堂
　「
卍
」）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

柏
谷
久
　
常
瓦
新
作
之
（
御
所
市
東
向
町
　
円
照
寺
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

雲
梯
村
　
瓦
屋
　
善
六
（
高
取
町
清
水
谷
　
冷
水
寺
本
堂
　
表
門
留
蓋
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

大
海
　
瓦
屋
　
惣
（
田
原
本
町
法
貴
寺
　
西
誓
寺
本
堂
）

天
保
一
五
年 

（
一
八
四
四
） 

今
里
□
　
瓦
　
平
七
　
細
工
人
　
南
都
　
米
□
（
藤
ヵ
）（
花
押
）

（
田
原
本
町
法
貴
寺
　
西
誓
寺
本
堂
）

弘
化
二
年 

（
一
八
四
五
） 

田
原
本
　
三
輪
町
　
瓦
屋
　
富
吉
　
才
工
人
（
田
原
本
町
大
安
寺
　

教
安
寺
）

弘
化
二
年 

（
一
八
四
五
） 

新
町
頓
　
瓦
屋
　
平
□
　
南
都
細
工
人
　
米
□
（
田
原
本
町
今
里
　

正
福
寺
）

弘
化
二
年 

（
一
八
四
五
） 

當
邑
瓦
喜
　
高
市
郡
常
門
村
　
瓦
師
　
利
兵
衛
作
（
明
日
香
村
入
谷
　

地
蔵
寺
本
堂
　「
水
」
の
字
）

弘
化
二
年 

（
一
八
四
五
） 

常
門
　
新
兵
衛
作
　
柏
原
　
谷
久
兵
衛
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺

楽
田
寺
釣
鐘
門
）

天
保
一
〇
年 

（
一
八
三
九
） 

十
瓦
文
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
橿
原
市
十
市
町
　
十
市
御
縣
座
神

社
拝
殿
　
龍
）

天
保
一
〇
年 
（
一
八
三
九
） 

柏
原
邑
　
瓦
屋
甚
右
エ
門
　
常
瓦
新
（
高
取
町
丹
生
谷
　
因
光
寺
　

唐
獅
子
留
蓋
）

天
保
一
一
年 

（
一
八
四
〇
） 

□
□
（
桜
井
市
初
瀬
　
井
谷
屋
）

天
保
一
一
年 

（
一
八
四
〇
） 
常
門
瓦
新
作
　
奥
上
嘉
（
明
日
香
村
川
原
　
弘
福
寺
本
堂
）

天
保
一
二
年 

（
一
八
四
一
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
次
（
桜
井
市
粟
殿
　
民
家
）

天
保
一
二
年 

（
一
八
四
一
） 

常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
　
戒
瓦
弥
（
桜
井
市
東
新
堂
　
民
家
　
小
槌
）

天
保
一
二
年 

（
一
八
四
一
） 

奥
山
村
　
瓦
屋
　
治
兵
衛
（
奥
瓦
治
）
常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作

之
（
明
日
香
村
飛
鳥
　
来
迎
寺
表
門
　
留
蓋
）

天
保
一
二
年 

（
一
八
四
一
） 

常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
（
桜
井
市
東
田
　
大
念
寺
）

天
保
一
二
年 

（
一
八
四
一
） 

□
□
（
田
原
本
町
十
六
面
　
教
専
寺
本
堂
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

三
ワ
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
初
瀬
　
妙
光
寺
表
門
　
獅
子
口
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

三
輪
　
瓦
屋
　
佐
平
治
（
桜
井
市
脇
本
　
妙
楽
寺
大
日
堂
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

大
泉
村
　
が
屋
　
宗
兵
衛
（
桜
井
市
東
田
　
大
念
寺
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

大
海
邑
　
瓦
屋
　
惣
兵
衛
（
天
理
市
柳
本
町
　
旧
織
田
家
屋
形
　
橿

原
神
宮
に
移
築
　
※
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
伊
兵
衛
（
桜
井
市
横
内
　
民
家
　
唐
獅
子
留
蓋
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作
　
奥
瓦
治
（
橿
原
市
南
浦
町
　
法
然
寺
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

（
常
門
村
　
瓦
師
　
新
兵
衛
作
　
奥
瓦
治
ヵ
）（
明
日
香
村
奥
山
　
民
家
）

天
保
一
三
年 

（
一
八
四
二
） 

瓦
師
　
守
目
堂
□
　
旧
兵
衛
（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗
寺
）

天
保
一
四
年 

（
一
八
四
三
） 

戒
瓦
弥
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
桜
井
市
戒
重
　
西
方
寺
）

天
保
一
四
年 

（
一
八
四
三
） 

常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
桜
井
市
高
田
　
民
家
　
大
黒
天
像
）
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嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

御
坊
瓦
嘉
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
橿
原
市
四
条
新
町
　
民
家
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

檜
瓦
清
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
本
堂
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

瓦
屋
　
嘉
右
衛
門
　
瓦
師
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
明
日
香
村
稲
渕
　

竜
福
寺
　
瓦
製
露
盤
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

和
州
　
柏
原
□
　
御
用
瓦
作
　
谷
正
（
高
取
町
観
覚
寺
　
子
嶋
寺
本
堂
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

粟
瓦
佐
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
留
蓋
　
鳩
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

細
工
　
粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
小
槌
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

粟
殿
　
瓦
佐
（
桜
井
市
脇
本
　
民
家
　
宝
嚢
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
宝
嚢
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

曽
我
村
　
瓦
屋
　
利
介
（
橿
原
市
今
井
町
　
恒
岡
家
　
大
黒
天
像
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

曽
我
村
　
瓦
屋
　
利
介
（
橿
原
市
今
井
町
　
順
明
寺
　
獅
子
口
）

嘉
永
四
年 

（
一
八
五
一
） 

田
原
本
　
三
□
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
細
工
（
田
原
本
町
田
原
本
　
楽

田
寺
釣
鐘
門
）

嘉
永
四
年 

（
一
八
五
一
） 

田
原
本
　
三
輪
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
才
工
（
田
原
本
町
大
木
　
民
家
）

嘉
永
四
年
ヵ 

（
一
八
五
一
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
平
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

山
瓦
宗
　（
常
門
瓦
新
作
）（
明
日
香
村
祝
戸
　
民
家
　
鍾
馗
像
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
森
本
作
　
施
主
　
中
嶋
安
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　

大
願
寺
　
鯱
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

高
田
村
　
嶋
　
常
新
作
（
大
和
高
田
市
曙
町
　
宗
願
寺
境
内
）

嘉
永
六
年 

（
一
八
五
三
） 

本
□
村
　
瓦
屋
　
彦
ノ
作
（
大
宇
陀
町
迫
間
　
天
益
寺
）

嘉
永
七
年 

（
一
八
五
四
） 

川
原
屋
村
　
瓦
師
　
野
木
勘
兵
衛
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺
）

安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

谷
庄
（
御
所
市
　
民
家
　
小
槌
）

安
政
三
年 

（
一
八
五
六
） 

細
工
　
奥
瓦
治
作
　
山
瓦
宗
（
刻
印
）（
桜
井
市
橋
本
　
善
所
寺
）

安
政
三
年 

（
一
八
五
六
） 

今
井
町
　
吉
兵
衛
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
境
内
　
獅
子
口
）

本
堂
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

瓦
屋
　
宗
七
（
桜
井
市
山
田
　
福
井
家
文
書
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

葛
本
　
瓦
屋
　
久
四
郎
　
細
工
人
　
今
井
　
戒
重
屋
　
藤
蔵
（
橿
原
市
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

上
品
寺
村
　
瓦
作
　
西
九
知
　
今
井
　
か
わ
ら
や
　
吉
兵
衛
（
橿
原

市
今
井
町
　
西
光
寺
）　

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

施
主
　
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
　
瓦
師
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作

（
橿
原
市
和
田
町
　
称
讃
寺
本
堂
　
獅
子
口
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
　
常
門
□
　
新
□
□
（
橿
原
市
和
田
町
　
称

讃
寺
本
堂
　
留
蓋
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

御
瓦
半
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
橿
原
市
和
田
町
　
称
讃
寺
本
堂
　
留
蓋
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

（
高
取
町
市
尾
　
民
家
　
家
紋
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

横
内
村
　
森
本
作
（
橿
原
市
山
之
坊
町
　
阿
弥
陀
寺
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

入
谷
瓦
キ
　
常
瓦
新
作
（
明
日
香
村
入
谷
　
民
家
　
家
紋
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

山
田
　
瓦
屋
　
宗
七
　
山
瓦
宗
　
常
新
作
（
橿
原
市
出
合
町
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
黒
崎
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

粟
瓦
佐
（
桜
井
市
東
本
町
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

柏
原
　
谷
井
庄
ヨ
エ
門
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
明
日
香
村
豊
浦
　
西

念
寺
鐘
堂
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

三
輪
町
　
瓦
屋
　
善
四
良
内
　
富
吉
　
才
工
（
田
原
本
町
田
原
本
　

津
島
神
社
社
務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

田
原
本
　
三
ワ
　
瓦
屋
　
佐
吉
（
田
原
本
町
田
原
本
　
津
島
神
社
社

務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

瓦
サ
（
田
原
本
町
田
原
本
　
津
島
神
社
社
務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

今
里
　
南
瓦
屋
　
細
工
　
清
八
（
田
原
本
町
鍵
　
八
坂
神
社
薬
師
堂
）
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嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

御
坊
瓦
嘉
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
橿
原
市
四
条
新
町
　
民
家
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

檜
瓦
清
（
桜
井
市
辻
　
釈
尊
寺
本
堂
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

瓦
屋
　
嘉
右
衛
門
　
瓦
師
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作
（
明
日
香
村
稲
渕
　

竜
福
寺
　
瓦
製
露
盤
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

和
州
　
柏
原
□
　
御
用
瓦
作
　
谷
正
（
高
取
町
観
覚
寺
　
子
嶋
寺
本
堂
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

粟
瓦
佐
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
留
蓋
　
鳩
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

細
工
　
粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
小
槌
）

嘉
永
二
年 

（
一
八
四
九
） 

粟
殿
　
瓦
佐
（
桜
井
市
脇
本
　
民
家
　
宝
嚢
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
忍
坂
　
民
家
　
宝
嚢
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

曽
我
村
　
瓦
屋
　
利
介
（
橿
原
市
今
井
町
　
恒
岡
家
　
大
黒
天
像
）

嘉
永
三
年 

（
一
八
五
〇
） 

曽
我
村
　
瓦
屋
　
利
介
（
橿
原
市
今
井
町
　
順
明
寺
　
獅
子
口
）

嘉
永
四
年 

（
一
八
五
一
） 

田
原
本
　
三
□
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
細
工
（
田
原
本
町
田
原
本
　
楽

田
寺
釣
鐘
門
）

嘉
永
四
年 

（
一
八
五
一
） 

田
原
本
　
三
輪
町
　
瓦
ヤ
　
冨
吉
　
才
工
（
田
原
本
町
大
木
　
民
家
）

嘉
永
四
年
ヵ 

（
一
八
五
一
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
平
（
桜
井
市
三
輪
　
民
家
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

山
瓦
宗
　（
常
門
瓦
新
作
）（
明
日
香
村
祝
戸
　
民
家
　
鍾
馗
像
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

細
工
所
　
横
内
村
　
森
本
作
　
施
主
　
中
嶋
安
衛
門
（
桜
井
市
桜
井
　

大
願
寺
　
鯱
）

嘉
永
五
年 

（
一
八
五
二
） 

高
田
村
　
嶋
　
常
新
作
（
大
和
高
田
市
曙
町
　
宗
願
寺
境
内
）

嘉
永
六
年 

（
一
八
五
三
） 

本
□
村
　
瓦
屋
　
彦
ノ
作
（
大
宇
陀
町
迫
間
　
天
益
寺
）

嘉
永
七
年 

（
一
八
五
四
） 

川
原
屋
村
　
瓦
師
　
野
木
勘
兵
衛
（
大
淀
町
比
曽
　
比
曽
寺
）

安
政
二
年 

（
一
八
五
五
） 

谷
庄
（
御
所
市
　
民
家
　
小
槌
）

安
政
三
年 
（
一
八
五
六
） 

細
工
　
奥
瓦
治
作
　
山
瓦
宗
（
刻
印
）（
桜
井
市
橋
本
　
善
所
寺
）

安
政
三
年 

（
一
八
五
六
） 

今
井
町
　
吉
兵
衛
（
橿
原
市
御
坊
町
　
信
光
寺
境
内
　
獅
子
口
）

本
堂
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

瓦
屋
　
宗
七
（
桜
井
市
山
田
　
福
井
家
文
書
）

弘
化
三
年 
（
一
八
四
六
） 

葛
本
　
瓦
屋
　
久
四
郎
　
細
工
人
　
今
井
　
戒
重
屋
　
藤
蔵
（
橿
原
市
）

弘
化
三
年 
（
一
八
四
六
） 

上
品
寺
村
　
瓦
作
　
西
九
知
　
今
井
　
か
わ
ら
や
　
吉
兵
衛
（
橿
原

市
今
井
町
　
西
光
寺
）　

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

施
主
　
御
坊
村
　
瓦
屋
　
半
兵
衛
　
瓦
師
　
常
門
村
　
新
兵
衛
作

（
橿
原
市
和
田
町
　
称
讃
寺
本
堂
　
獅
子
口
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

久
米
村
　
瓦
屋
　
善
治
　
常
門
□
　
新
□
□
（
橿
原
市
和
田
町
　
称

讃
寺
本
堂
　
留
蓋
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

御
瓦
半
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
橿
原
市
和
田
町
　
称
讃
寺
本
堂
　
留
蓋
）

弘
化
三
年 

（
一
八
四
六
） 

（
高
取
町
市
尾
　
民
家
　
家
紋
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

横
内
村
　
森
本
作
（
橿
原
市
山
之
坊
町
　
阿
弥
陀
寺
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

入
谷
瓦
キ
　
常
瓦
新
作
（
明
日
香
村
入
谷
　
民
家
　
家
紋
）

弘
化
四
年 

（
一
八
四
七
） 

山
田
　
瓦
屋
　
宗
七
　
山
瓦
宗
　
常
新
作
（
橿
原
市
出
合
町
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

粟
殿
村
　
瓦
屋
　
佐
兵
衛
（
桜
井
市
黒
崎
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

粟
瓦
佐
（
桜
井
市
東
本
町
　
民
家
）

弘
化
五
年 

（
一
八
四
八
） 

柏
原
　
谷
井
庄
ヨ
エ
門
　
常
門
村
　
新
兵
衛
（
明
日
香
村
豊
浦
　
西

念
寺
鐘
堂
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

三
輪
町
　
瓦
屋
　
善
四
良
内
　
富
吉
　
才
工
（
田
原
本
町
田
原
本
　

津
島
神
社
社
務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

田
原
本
　
三
ワ
　
瓦
屋
　
佐
吉
（
田
原
本
町
田
原
本
　
津
島
神
社
社

務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

瓦
サ
（
田
原
本
町
田
原
本
　
津
島
神
社
社
務
所
）

嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
） 

今
里
　
南
瓦
屋
　
細
工
　
清
八
（
田
原
本
町
鍵
　
八
坂
神
社
薬
師
堂
）
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明
治
一
一
年 

（
一
八
七
八
） 

箸
喰
　
瓦
治
（
橿
原
市
小
房
町
　
民
家
）

明
治
一
二
年 

（
一
八
七
九
） 

（
桜
井
市
橋
本
　
民
家
　
家
紋
）

明
治
一
二
年 

（
一
八
七
九
） 

三
瓦
佐
（
桜
井
市
桜
井
　
皆
花
楼
　
三
つ
巴
）

明
治
一
三
年 

（
一
八
八
〇
） 

箸
瓦
次
（
橿
原
市
雲
梯
町
　
民
家
　
留
蓋
　
宝
珠
を
持
つ
武
者
）

明
治
一
七
年 

（
一
八
八
四
） 

古
市
場
　
細
工
人
　
□
□
□
□
作
（
菟
田
野
町
　
山
村
商
店
）

明
治
二
一
年 

（
一
八
八
八
） 

施
主
人
　
中
西
甚
五
郎
　
製
造
　
當
村
　
宗
八
郎
　
宇
八
　
観
誉
代

（
桜
井
市
山
田
　
西
念
寺
）

明
治
二
二
年 

（
一
八
八
九
） 

細
工
人
　
今
井
　
中
西
甚
五
郎
　
柏
堀
半
　「
細
工
人
　
山
甚
」（
刻

印
）「
柏
半
」（
刻
印
）（
高
取
町
車
木
　
本
覚
寺
境
内
）

明
治
二
二
年 

（
一
八
八
九
）
ヵ 

□
細
工
人
　
山
田
　
中
西
甚
五
郎
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
庫
裏
）

明
治
二
七
年 

（
一
八
九
四
）
ヵ 

午
歳
　
柏
堀
半
兵
衛
ヵ
（
御
所
市
茅
原
　
吉
祥
草
寺
表
門
）

明
治
二
九
年 

（
一
八
九
六
） 

細
工
人
　
瓦
佐
（
大
宇
陀
町
拾
生
内
垣
内
　
大
願
寺
）

明
治
三
一
年 

（
一
八
九
八
） 

□
□
　
横
□
（
桜
井
市
箸
中
　
国
津
神
社
拝
殿
　
鳥
衾
瓦
）

明
治
三
一
年 

（
一
八
九
八
） 

刻
印
「
京
定
作
」
檜
寺
口
郎
（
明
日
香
村
越
　
称
念
寺
鐘
堂
）

明
治
三
一
年 

（
一
八
九
八
） 

ヒ
ラ
ノ
（
香
芝
市
平
野
か
）　
細
工
　
宗
治
郎
（
葛
城
市
二
上
山
ふ

る
さ
と
公
園
内
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

明
治
三
二
年 

（
一
八
九
九
） 

施
主
　
福
井
高
蔵
　
逞
山
作
（
刻
印
）（
天
理
市
丹
波
市
町
　
迎
乗

寺
　
鯱
）

明
治
三
八
年 

（
一
九
〇
五
） 

山
田
瓦
宗
（
明
日
香
村
豊
浦
　
向
原
寺
境
内
　
家
紋
）

明
治
三
九
年 

（
一
九
〇
六
） 

作
人
　
奈
良
　
横
井
　
徳
（
桜
井
市
初
瀬
　
崇
蓮
寺
）

明
治
四
〇
年 

（
一
九
〇
七
） 

岡
橋
□
（
刻
印
）（
桜
井
市
大
福
　
民
家
　
家
紋
）

大
正
四
年 

（
一
九
一
五
） 

急
々
如
律
令
　
十
種
神
宝
（
橿
原
市
八
木
町
　
民
家
　
木
綿
繊
維
商
　

聞
き
取
り
調
査
）

大
正
五
年 

（
一
九
一
六
） 

急
々
如
律
令
　
十
種
神
宝
（
橿
原
市
八
木
町
　
民
家
　
雨
合
羽
製
造
　

安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

曽
我
村
　
瓦
屋
　
利
介
　
細
工
人
（
橿
原
市
今
井
町
　
八
木
家
　
波
）

安
政
四
年 

（
一
八
五
七
） 

奥
上
嘉
　
瓦
治
作
之
（
橿
原
市
南
浦
町
　
法
然
寺
）

安
政
四
年 
（
一
八
五
七
） 

□
兵
衛
作
（
天
理
市
桧
垣
町
　
元
暦
寺
東
門
）

安
政
五
年 
（
一
八
五
八
） 

箸
瓦
新
（
大
和
高
田
市
根
成
柿
　
願
乗
寺
表
門
）

安
政
五
年 

（
一
八
五
八
） 

柏
瓦
庄
（
明
日
香
村
入
谷
　
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
高
取
藩
家
紋
）

安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 

鬼
久
　（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
本
堂
　
鯱
）

安
政
六
年 

（
一
八
五
九
） 
大
泉
鬼
久
　
松
瓦
善
（
橿
原
市
中
曽
司
町
　
正
福
寺
境
内
）

万
延
元
年 

（
一
八
六
〇
） 

瓦
屋
　
ミ
ワ
　
谷
本
五
郎
右
衛
門
（
桜
井
市
外
山
　
不
動
院
）

万
延
元
年 

（
一
八
六
〇
） 

田
瓦
新
（
刻
印
）（
田
原
本
町
薬
王
寺
村
旧
郷
蔵
の
鬼
瓦
　
田
原
本

藩
主
平
野
家
家
紋
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

三
瓦
五
（
桜
井
市
粟
殿
　
極
楽
寺
庫
裏
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

（
桜
井
市
西
之
宮
　
中
川
家
、
大
黒
天
像
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

神
瓦
孫
　
細
工
人
　
米
川
（
広
陵
町
箸
尾
　
教
行
寺
対
面
所
・
書
院
　
※
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

與
兵
エ
（
橿
原
市
山
本
町
　
山
本
大
師
堂
　
瓦
製
露
盤
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

和
州
　
十
市
郡
　
西
之
宮
村
　
瓦
屋
　
忠
七
　
西
瓦
忠
（
刻
印
）
瓦

師
彌
三
郎
（
橿
原
市
山
本
町
　
山
本
大
師
堂
　
瓦
製
露
盤
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

久
瓦
善
（
橿
原
市
山
本
町
　
山
本
大
師
堂
　
瓦
製
露
盤
）

文
久
二
年 

（
一
八
六
二
） 

松
瓦
善
（
大
和
高
田
市
曙
町
　
宗
願
寺
境
内
）

文
久
三
年 

（
一
八
六
三
） 

□
村
鳥
之
□
□
□
□
□
（
天
理
市
柳
本
町
　
骨
董
む
か
し
屋
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
）

元
治
二
年 

（
一
八
六
五
） 

古
市
場
　
瓦
師
　
玉
岡
氏
（
大
宇
陀
町
小
附
　
証
覚
寺
）

慶
応
二
年 

（
一
八
六
六
） 

村
瓦
屋
　
宇
八
（
桜
井
市
山
田
　
福
井
家
文
書
）

明
治
三
年
ヵ 

（
一
八
七
〇
） 

（
明
日
香
村
橘
　
橘
寺
東
門
）

明
治
一
〇
年
代 （
一
八
七
八
） 

（
橿
原
市
八
木
町
　
澤
井
薬
局
　
大
黒
天
像
）
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聞
き
取
り
調
査
）

大
正
一
一
年 

（
一
九
二
二
） 

大
和
高
市
郡
　
瓦
芳
　
田
中
謹
製
　
兵
庫
　
細
工
師
　
紀
州
　
高
松

秀
雲
（
高
取
町
兵
庫
　
教
恩
寺
　
獅
子
口
）

昭
和
六
年 

（
一
九
三
一
） 

（
高
取
町
越
智
　
民
家
　
恵
比
寿
像
）

昭
和
二
五
年 

（
一
九
五
〇
） 

西
之
宮
　
森
本
瓦
店
　
□
□
作
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
　
唐
獅

子
留
蓋
）

昭
和
二
六
年 

（
一
九
五
一
） 

桜
井
町
字
戒
重
　
天
野
正
信
　
ヤ
ネ
ヤ
（
桜
井
市
戒
重
　
春
日
神
社

境
内
　
ヤ
ネ
ヤ
は
焼
成
後
の
後
刻
）
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聞
き
取
り
調
査
）

大
正
一
一
年 

（
一
九
二
二
） 

大
和
高
市
郡
　
瓦
芳
　
田
中
謹
製
　
兵
庫
　
細
工
師
　
紀
州
　
高
松

秀
雲
（
高
取
町
兵
庫
　
教
恩
寺
　
獅
子
口
）

昭
和
六
年 
（
一
九
三
一
） 

（
高
取
町
越
智
　
民
家
　
恵
比
寿
像
）

昭
和
二
五
年 

（
一
九
五
〇
） 

西
之
宮
　
森
本
瓦
店
　
□
□
作
（
橿
原
市
飛
騨
町
　
善
行
寺
　
唐
獅

子
留
蓋
）

昭
和
二
六
年 

（
一
九
五
一
） 
桜
井
町
字
戒
重
　
天
野
正
信
　
ヤ
ネ
ヤ
（
桜
井
市
戒
重
　
春
日
神
社

境
内
　
ヤ
ネ
ヤ
は
焼
成
後
の
後
刻
）


