
幻
の
寺 

別わ

け

寺で

ら 

―
小
松
原
Ⅱ
遺
跡
・
湯
川
氏
館
発
掘
調
査
整
理
業
務
か
ら 

―

平
井
遺
跡
、平
井
Ⅱ
遺
跡
の
出
土
遺
物
等
整
理
業
務
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
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現
在
、
二
〇
一
三
年
に
実
施
し
た
御
坊
市
小
松

原
Ⅱ
遺
跡
・
湯
川
氏
館
跡
発
掘
調
査
の
整
理
業
務

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
調
査
で
は
、
奈
良
時
代

の
溝
か
ら
八
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
道
成
寺
創
建
時

の
軒
丸
瓦
と
同
形
式
の
瓦
片
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

既
往
の
調
査
で
も
古
代
に
遡
る
平
瓦
の
破
片
は
多

く
出
土
し
て
お
り
、
小
松
原
Ⅱ
遺
跡
付
近
に
古
代

寺
院
が
存
在
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
出
土
し
た
軒
丸
瓦
か
ら
、
寺
の
創
建
が
白
鳳

時
代
に
遡
る
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
寺
で
す
が
、
基
壇
な
ど
の
遺
構
も

残
っ
て
お
ら
ず
、
言
い
伝
え
も
な
い
こ
と
か
ら
幻

の
寺
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
日
本
最

古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
「
日
本
霊
異
記
（
日
本

現
報
善
悪
霊
異
記
）
以
下
霊
異
記
」
に
こ
の
寺
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。

霊
異
記
は
平
安
時
代
初
め
頃
に
成
立
し
、
善
い

行
い
す
れ
ば
報
わ
れ
る
、
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
罰

を
受
け
る
と
言
っ
た
説
話
を
集
め
た
も
の
で
す
。

著
者
は
奈
良
薬
師
寺
の
僧
・
景
戒
（
け
い
か
い
・

き
ょ
う
か
い
）
で
す
。
景
戒
は
紀
伊
国
名
草
郡
の

出
身
で
あ
る
と
さ
れ
、
本
の
な
か
に
も
和
歌
山
県

内
の
説
話
も
多
く
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
話
の
内

容
が
実
話
か
否
か
は
別
と
し
て
、
話
に
出
て
く
る

地
名
や
寺
に
は
実
在
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
ま

た
当
時
の
時
代
背
景
や
世
相
を
窺
う
史
料
と
言
え

ま
す
。

霊
異
記
は
上
・
中
・
下
巻
全
一
一
六
話
か
ら
な

り
、
そ
の
下
巻
三
三
話
に
登
場
す
る
別わ

け

寺で
ら

が
小
松

原
Ⅱ
遺
跡
付
近
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
話
の
内
容
を
簡
単
に
書
く
と
、

「
紀き
の
あ
た
え
よ
し
た
り

直
吉
足
は
、
紀
伊
国
日
高
郡
別わ
け

の
里
の
倚は
し

の

家
の
主
人
で
あ
っ
た
。
吉
足
は
生
ま
れ
つ
き
性
格

が
悪
く
、
因
果
応
報
を
信
じ
な
か
っ
た
。

延
暦
四
（
七
八
五
）
年
の
夏
五
月
、
国
司
が
郡

内
を
巡
っ
て
正し
ょ
う

税ぜ
い

の
稲
を
人
々
に
賜
り
、
日
高
郡

で
も
広
く
人
々
に
与
え
た
。
官
の
許
し
を
得
て
い

な
い
私し

度ど

僧そ
う

で
あ
る
伊
勢
の
沙し
ゃ

弥み

が
、「
薬
師
経
」

の
十
二
薬や

叉し
ゃ

の
神
名
を
唱
え
て
、
里
を
巡
っ
て
は

食
乞
い
を
し
て
い
た
。
正
税
の
稲
を
与
え
る
人
の

所
で
稲
を
乞
い
、
ま
た
、
凶
悪
な
吉
足
の
家
で
も

乞
い
願
っ
た
。
吉
足
は
物
を
施
さ
な
い
ば
か
り
か
、

僧
が
持
っ
て
い
た
稲
を
巻
き
散
ら
し
、
法
衣
を
剥

ぎ
取
っ
て
殴
り
つ
け
脅
し
た
。
僧
は
別
寺
の
僧
坊

に
逃
げ
込
ん
だ
。
吉
足
は
追
い
か
け
て
僧
を
捕
ま

え
、
自
分
の
家
の
門
ま
で
連
れ
て
き
た
・
・（
以

下
略
）」
と
あ
り
ま
す
。

説
話
は
極
短
い
も
の
で
す
が
、
奈
良
時
代
後
期

幻
の
寺 

別わ
け

寺で
ら 

―
小
松
原
Ⅱ
遺
跡
・
湯
川
氏
館
発
掘
調
査
整
理
業
務
か
ら 

―

特
集
①

 遺跡位置図 

道成寺創建期の瓦と小松原Ⅱ遺跡の瓦（写真） 
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の
状
況
が
よ
く
窺
え
ま
す
。
大
胆
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
空
想
を
逞
し
く
し
て
み
ま
す
。

ま
ず
、
紀
直
吉
足
で
す
が
、
苗
字
が
「
紀
」、

名
が
「
吉
足
」
で
す
。「
直
」
は
古
代
の
氏
姓
制

度
に
お
い
て
位
な
ど
を
顕
す
称
号
で
、
地
方
の
豪

族
な
ど
に
与
え
ら
れ
ま
す
。
紀
伊
国
の
国
司
も
紀

直
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
族
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
紀
氏
は
、
和
歌
山
の
紀
北
・
紀
中
地
域
の
海

岸
線
沿
い
の
要
所
・
要
所
に
拠
点
を
置
き
地
域
を

治
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
初

め
頃
の
こ
と
で
す
が
、
有
田
郡
で
は
紀
氏
が
郡
の

長
官
や
役
人
を
務
め
て
お
り
、
吉
足
も
ま
た
、
日

高
郡
の
役
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

次
に
正
税
の
稲
で
す
が
、
こ
れ
は
郡
の
役
所
で

あ
る
郡ぐ
ん

衙が

の
正し
ょ
う

倉そ
う

に
保
管
さ
れ
、
出す
い

挙こ

と
し
て
貸

し
出
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
僧
沙
弥
が
郡
衙
の
正
倉

で
稲
を
乞
い
、
そ
の
後
、
吉
足
の
家
に
寄
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郡
衙
の
近
く
に
吉
足
の

家
が
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次

に
、
吉
足
の
家
か
ら
逃
げ
込
ん
だ
の
が
別
寺
で
す

か
ら
、
吉
足
の
家
の
近
く
に
別
寺
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
り
、
郡
衙
・
吉
足
の
家
・
別
寺
が
比
較
的
近

い
位
置
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
別
寺
で
す
が
、
僧
坊
を
備
え
て
い
る
こ

と
か
ら
僧
が
何
人
も
い
た
こ
と
に
な
り
、
単
な
る

お
堂
な
ど
で
は
な
く
、
大
き
な
寺
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
高
郡
の
郡
衙
は
、
日
高
振
興
局

付
近
の
堅
田
遺
跡
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
規
則

正
し
く
配
列
さ
れ
た
大
き
な
掘
立
柱
建
物
が
何
棟

も
あ
り
、
正
税
な
ど
を
蓄
え
た
と
考
え
ら
れ
る
倉

跡
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
堅
田
遺
跡
付

近
に
あ
っ
た
郡
衙
の
遺
構
は
奈
良
時
代
前
半
頃
ま

で
で
、
奈
良
時
代
後
半
以
降
は
、
他
所
に
移
っ
て

い
る
こ
と
が
出
土
し
た
遺
物
か
ら
窺
え
、
霊
異
記

の
話
に
あ
る
奈
良
時
代
後
期
に
は
郡
衙
は
堅
田
遺

跡
付
近
に
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
高
平

野
で
、
奈
良
時
代
の
遺
物
が
多
く
出
土
す
る
の
は
、

小
松
原
Ⅱ
遺
跡
や
、そ
れ
に
接
す
る
蛭
田
坪
遺
跡
・

津
井
切
遺
跡
で
す
。
遺
跡
か
ら
は
掘
立
柱
建
物
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
小
松
原
Ⅱ
遺
跡
の
建
物

は
、
柱
を
据
え
る
穴
が
１
ｍ
近
く
あ
り
、
堅
田
遺

跡
の
建
物
の
も
の
と
同
等
で
す
。
ま
た
、
硯
な
ど

も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
文
字
を
必
要
と
す
る
郡
衙
や

お
寺
か
ら
出
土
す
る
こ
と
が
多

い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
日
高
の
郡

衙
は
奈
良
時
代
後
半
に
お
い
て

は
小
松
原
Ⅱ
遺
跡
周
辺
に
移
っ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き

ま
す
と
、
奈
良
時
代
後
半
に
小
松

原
Ⅱ
遺
跡
付
近
に
郡
衙
が
あ
り
、

別
寺
が
あ
り
、
そ
し
て
吉
足
の
家

も
近
く
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る

こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
た
い
て
い
の
場
合
、
郡
衙

に
隣
接
し
て
郡
の
お
寺
で
あ
る

郡
寺
が
存
在
し
ま
す
が
、
別
寺
が
郡
寺
で
あ
っ
た

こ
と
も
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

色
々
と
推
論
を
重
ね
ま
し
た
が
、
小
松
原
Ⅱ
遺

跡
に
あ
っ
た
寺
は
、
平
安
時
代
の
瓦
が
な
く
、
土

器
類
も
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
早
い
段
階
で
廃
絶

し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
鎌
倉
時
代

に
は
再
び
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
位
牌
や
笹

塔
婆
な
ど
の
出
土
か
ら
窺
え
ま
す
。
そ
し
て
、
室

町
時
代
に
は
湯
川
氏
の
館
跡
が
築
か
れ
ま
す
が
、

こ
の
段
階
で
、
堀
の
掘
削
な
ど
で
大
き
く
土
地
改

変
さ
れ
、
寺
の
痕
跡
は
消
滅
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
崎
雅
史
）

参
考
文
献　

日
本
霊
異
記
（
下
）　

中
田
祝
夫
著

　

講
談
社
学
術
文
庫

日高郡衙跡（堅田遺跡） 
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和
歌
山
市
平
井
所
在
の
平
井
遺
跡
、
平
井
Ⅱ
遺

跡
は
、
第
二
阪
和
国
道
の
建
設
に
伴
い
平
成
24
年

度
か
ら
同
26
年
度
に
か
け
て
現
地
の
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
本
年
度
か
ら
出
土
遺
物
と

調
査
で
作
成
し
た
記
録
類
を
整
理
す
る
「
出
土
遺

物
等
整
理
業
務
」
と
言
う
作
業
を
開
始
し
て
い
ま

す
。遺

物
の
量
は
、
私
た
ち
が
遺
物
の
収
納
に
利
用

す
る
「
コ
ン
テ
ナ
」（
容
量
28
Ｌ
）
と
言
う
長
方

形
の
箱
に
4
1
5
箱
あ
り
ま
す
。
こ
の
箱
の
中

に
は
、
平
井
遺
跡
、
平
井
Ⅱ
遺
跡
で
は
僅
か
1
点

の
縄
文
土
器
を
始
め
、
各
時
代
を
通
し
て
江
戸
時

代
の
遺
物
ま
で
、
多
く
の
土
器
、
石
器
、
木
器
が

あ
り
ま
す
。

2
0
1
5
夏
号
「
特
集
和
歌
山
城
跡
の
整
理
」

で
も
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
整
理
作
業
の
手
順
は
、

基
本
的
に
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
遺
物
の
内
容
が

大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
よ
う
な
整
理
作
業
を
通
し
て
見

え
て
く
る
こ
と
を
古
い
時
代
に
つ
い
て
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。

縄
文
時
代　

東
西
に
延
び
る
県
道
建
設
に
伴
う

楠
見
遺
跡
の
調
査
の
折
に
、
通
常
は
調
査
さ
れ
て

い
な
い
古
墳
時
代
の
生
活
面
よ
り
約
１
ｍ
50
㎝
も

深
い
地
層
か
ら
縄
文
時
代
後
期
（
約
4
0
0
0

〜
3
0
0
0
年
前
）
の
縄
文
土
器
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
平
井
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
土
器

は
こ
の
楠
見
遺
跡
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
頃
、
調
査
地
の
南
側
に
は
海

が
迫
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

弥
生
時
代　

弥
生
時
代
中
期
（
約
2
1
0
0

年
前
）
で
は
、
平
井
遺
跡
か
ら
集
落
と
墓
の
跡
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
地
で
は
、
西
側
に
集

落
が
、
そ
し
て
周
囲
に
墓
が
隣
り
合
わ
せ
て
位
置

す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
配
置
は
、

平
井
遺
跡
独
特
の
配
置
で
は
な
く
、
紀
の
川
流
域

全
般
に
認
め
ら
れ
る
配
置
で
あ
る
こ
と
も
、
最
近

の
幾
つ
か
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。ま

た
、弥
生
時
代
で
は
、終
末
期
（
約
1
8
0
0 

年
前
）
の
土
器
も
僅
か
で
す
が
確
認
で
き
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
弥
生
時
代
終
末
期
の
人
々
が
遺
し

た
生
活
の
跡
（
遺
構
）
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

古
墳
時
代　

古
墳
時
代
の
営
み
の
痕
跡
は
、
大

平
井
遺
跡
、平
井
Ⅱ
遺
跡
の
出
土
遺
物
等
整
理
業
務
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

特
集
②

平井遺跡第 1 次調査で見つかった縄文土器

平井遺跡第 3 次調査で見つかった方形周溝墓
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き
く
分
け
て
後
期
（
約
1
5
0
0
年
前
）
と
終

末
期
（
約
1
4
0
0
年
前
）
に
分
け
て
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

中
で
も
埴
輪
窯
（
後
期
）
と
古
墳
の
横
穴
式
石

室（
終
末
期
）の
発
見
は
重
要
な
意
味
合
い
を
も
っ

て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
後
期
か
ら
飛
鳥
時
代
へ

整
理
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
調
査
現
場
か
ら
採

取
し
て
き
た
土
砂
の
中
か
ら
重
要
な
遺
物
を
探
し

出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
平
井
遺
跡
の
第

4
次
調
査
で
発
見
し
た
古
墳
の
横
穴
式
石
室
の
中

に
埋
ま
っ
て
い
た
土
砂
を
採
取
し
て
き
ま
し
た
。

土
の
う
袋
に
し
て
約
2
4
0
袋
分
に
な
り
ま
す
。

上
段
と
下
段
の
写
真
は
現
地
調
査
の
折
に
見
つ

か
っ
た
耳
飾
り
（
耳
環
）
で
、
中
段
の
写
真
の
耳

飾
り
は
土
砂
を
洗
い
出
し
て
見
つ
け
た
も
の
で
す
。

そ
の
他
、
土
砂
を
洗
い
流
し
た
中
か
ら
は
、
刀
の

鞘
金
具
・
鉄
釘
・
鉄
鋲
な
ど
の
断
片
が
多
数
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
墳
に
埋
葬

さ
れ
た
人
物
は
、
木
の
棺
に
納
め
ら
れ
た
男
性
で

あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

何
と
言
っ
て
も
重
要
な
発
見
は
、
一
片
の
土
器

の
か
け
ら
か
ら
始
ま
り
、
大
量
の
土
器
の
破
片
ま

で
、
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
、
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、
日
夜
、

考
え
て
い
ま
す
。
昔
の
生
活
は
、
昔
の
埋
葬
は
ど

ん
な
風
で
あ
っ
た
の
か
と
。　
　
（
土
井　

孝
之
）

隣の横穴式石室から出土した耳飾り（金箔）

土のう洗浄で見つかった耳飾り（銀箔）

横穴式石室から見つかった耳飾り（銀箔）

平井遺跡第 4 次調査で見つかった横穴式石室

横穴式石室の土器の出土状況
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総
持
寺
総
門
の
保
存
修
理

和
歌
山
市
梶
取
に
位
置
す
る
総
持
寺
は
、
梶
取

本
山
な
ど
と
も
呼
称
さ
れ
、
県
内
に
お
け
る
西
山

浄
土
宗
の
中
心
的
寺
院
で
す
。

境
内
に
は
方
九
間
の
本
堂
を
は
じ
め
、
釈
迦
堂

や
開
山
堂
な
ど
江
戸
時
代
の
大
規
模
な
建
物
が
並

び
ま
す
。
そ
の
な
か
で
最
も
古
く
、
十
七
世
紀
中

期
の
建
物
と
み
ら
れ
る
総
門
・
鐘
楼
と
、
安
政
六

年
（
一
八
五
九
）
建
立
の
本
堂
が
平
成
十
四
年
に

県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
堂
は
平
成
十
九
年
に
修
理
さ
れ
ま
し
た
が
、

総
門
と
鐘
楼
も
建
物
全
体
の
傾
斜
や
柱
な
ど
の
沈

下
が
目
立
っ
て
き
た
た
め
、
平
成
二
十
七
年
二
月

か
ら
修
理
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
比
較
的
破

損
が
軽
微
で
あ
っ
た
総
門
か
ら
半
解
体
修
理
を
進

め
、
今
年
十
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

総
門
は
、
大
き
な
扉
を
受
け
る
二
本
の
丸
柱
の

前
後
に
四
本
の
控
柱
が
配
さ
れ
る
四
脚
門
形
式
で
、

両
脇
に
は
木
塀
が
付
属
し
ま
す
。
今
回
の
修
理
で

は
、
柱
の
沈
下
に
よ
る
建
物
全
体
の
歪
み
が
大
き

く
な
っ
て
い
た
た
め
、
一
旦
本
瓦
葺
屋
根
を
分
解

し
た
上
で
各
柱
の
高
さ
や
傾
き
を
調
整
し
、
基
礎

を
補
正
し
た
上
で
耐
震
壁
や
鉄
骨
製
桔
木
な
ど
に

よ
る
補
強
を
施
し
ま
し
た
。
ま
た
足
元
で
腐
朽
が

進
ん
で
い
た
木
塀
は
一
旦
す
べ
て
を
分
解
し
、
柱

に
根
継
修
理
な
ど
を
施
し
た
う
え
で
組
み
立
て
直

し
ま
し
た
。

今
回
の
修
理
に
伴
う
調
査
で
、
総
門
の
腰
長
押

が
丸
柱
位
置
を
頂
点
と
し
た
山
型
に
据
え
ら
れ
、

控
柱
は
腰
長
押
位
置
か
ら
下
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ

南
北
方
向
外
側
に
く
の
字
に
曲
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
中
世
の
四
脚
門

の
特
徴
が
江
戸
に
入
っ
て
省
略
さ
れ
て
い
く
過
程

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
本
瓦
葺
屋

根
の
鬼
瓦
に
は
宝
暦

十
一
年（
一
七
六
一
）

と
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
他
の
瓦
も
同
時

期
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
建
て
ら
れ
て
か

ら
百
年
ほ
ど
で
す
べ
て
の
瓦
が
替
え
ら
れ
る
の
は

異
例
な
こ
と
で
す
が
、
寺
の
記
録
に
当
時
の
第

三
十
四
世
龍
峰
義
仙
上
人
が｢

一
山
の
諸
建
造
物

に
大
修
理
を
加
え
、
且
つ
諸
堂
の
荘
厳
品
を
調
整

し
て
寺
観
の
面
目
を
一
新
し
た
」
と
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
修
理
時
の
史
料
調
査
の

重
要
性
を
知
ら
し
め
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

竣
工
し
た
総
門
に
引
き
続
き
、
一
旦
す
べ
て
を

分
解
し
た
鐘
楼
の
修
理
に
取
り
か
か
り
ま
す
。
平

成
二
十
八
年
の
お
盆
ま
で
に
は
、
す
べ
て
の
工
事

が
完
了
す
る
予
定
で
す
。　
　
　
　
（
多
井
忠
嗣
）

文

化

財

建

造

物

課 
 
 
 
 

　

短

信写真１　鬼瓦に記された宝暦十一年の篦掻き

写真２　竣工した総門
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文
化
財
建
造
物
修
理
技
術
者
の
道
具 

②
　
水
糸
・
下
げ
振
り

7

今
回
は
水
平
垂
直
を
確
認
す
る
と
き
に
重ち
ょ
う

宝ほ
う

す
る
道
具
を
紹
介
し
ま
す
。
日

本
建
築
を
ご
覧
に
な
り
、
美
し
く
絶
妙
な
角
度
で
積
み
重
な
る
部
材
の
姿
や
軒

反
り
等
の
曲
線
美
に
目
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
の

美
し
さ
は
当
時
の
職
人
が
計
算
し
て
演
出
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
分
析
し

た
り
、
図
面
に
起
こ
す
際
に
用
い
ま
す
。

「
水
糸
」
は
建
築
す
る
と
き
に
材
料
の
傾
き
を
真
っ
直
ぐ
に
調
整
し
た
り
、

配
置
の
高
さ
を
合
わ
せ
る
時
に
必
須
の
道
具
で
す
が
、
私
た
ち
が
調
査
な
ど
で

使
用
す
る
際
に
は
曲
材
の
実
測
に
多
用
し
て
い
ま
す
。
方
法
は
、
ま
ず
基
点
を

決
め
て
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ
よ
う
に
ピ
ン
と
張
り
付
け
ま
す
。
そ
し
て
、
水
糸
で

作
り
出
し
た
直
線
か
ら
材
料
の
要
点
を
等と

う

間か
ん

隔か
く

で
お
さ
え
て
端た
ん

部ぶ

ま
で
の
長
さ

を
測
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
段
々
と
図
面
に
材
料
の
曲
線
を
再
現

し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

「
下
げ
振
り
」
は
柱
な
ど
、
軸
部
の
傾
斜
を
調
査
し
た
い
時
に
使
い
ま
す
。

た
だ
糸
に
重
り
を
付
け
て
垂
ら
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
的
と
し
て

構
造
的
に
破
損
し
て
傾
い
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
代
的
な
様
式
と
し
て
わ

ざ
と
傾
か
せ
て
い
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
違
い
を
見
極
め
る
よ
う
に
意
識
し
な

が
ら
測
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

文
化
財
建
造
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
に
隠
さ
れ
た
技
術
や
意
味
が
詰
ま
っ

て
い
ま
す
。
建
物

の
背
景
に
あ
る

様
々
な
事こ

と

柄が
ら

を
想

像
し
な
が
ら
、
お

近
く
の
寺
社
建
築

の
微
妙
な
違
い
を

見
比
べ
て
歩
く
の

も
面
白
い
で
し
ょ

う
。（
大
給
友
樹
）

岩
橋
千
塚
古
墳
群
は
、
和
歌
山
市
の
東
郊
、
標
高
1
5
0
ｍ
ほ
ど
の
岩い

わ

橋せ

丘
陵
を
中
心
に
所
在
す
る
大
規
模
な
群
集
墳
で
す
。
4
世
紀
末
か
ら
7
世
紀
中

頃
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
墳
墓
で
、
総
数
8
0
0
基
以
上
と
も
言
わ
れ
て
お

り
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
群
集
墳
で
特
別
史
跡
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
宮
崎
県
の
西さ

い

都と

原ば
る

古
墳
群
と
こ
の
二
つ
だ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
価
値

の
高
さ
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
ね
。
ま
さ
に
和
歌
山
の
至
宝
と
い
っ
て
い
い
も

の
で
す
。
ふ
も
と
に
紀
伊
風
土
記
の
丘
資
料
館
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
愛

着
を
込
め
て
「
風
土
記
の
お
山
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
と
こ
ろ
こ
の
お
山
が
元
気
で
す
。
新
た
な
追
加
指
定
に
む
け
て
整
備
・

調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
当
セ
ン
タ
ー
で
も
平
成
15
年
か

ら
三
年
を
か
け
て
「
大
日
山
35
号
墳
」
の
調
査
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
の
調

査
で
は
国
内
で
は
じ
め
て
と
な
る
翼
を
広
げ
飛
ん
で
い
る
鳥
を
か
た
ど
っ
た
埴

輪
、「
飛
ぶ
鳥
」
が
発
見
さ
れ
ず
い
ぶ
ん
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
県
教
育
委
員
会
が
中
心
と
な
り
、
山
の
い
た
だ
き
に
造
ら
れ
た
首

長
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
大
規
模
な
前
方
後
円
墳
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
昨
年
「
大
谷
山
22
号
墳
」
を
、
今
年
は
「
天
王
塚
山
古
墳
」
の
調
査
が
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
今
年
調
査
が
実
施
さ
れ
た「
天
王
塚
山
古
墳
」は
、

墳
長
が
88
ｍ
と
、
和
歌
山
県
内
で
最
大
の
古
墳
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
、
注
目

を
あ
つ
め
ま
し
た
。

現
地
説
明
会
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
ふ
も
と
か
ら
30
分
も
か
か
る
山
道
だ

け
に
何
人
の
人
が
見
に
来
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
と
不
安
だ
っ
た
の
で
す
が
、
当

日
は
2
8
0
名
を
超
え
る
盛
況
ぶ
り
。
そ
れ
も
下
は
5
歳
の
子
ど
も
か
ら
80

歳
を
超
え
る
高
齢
者
ま
で
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
あ
の
勢
い
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
ね
。
飛
ぶ
鳥
が
出
土
し
た

と
き
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
人
数
で
し
た
。
こ
う
い
う
元
気
さ
を
「
飛
ぶ
鳥
を

落
と
す
勢
い
」
と
言
い
ま
す

｜
｜
｜
｜

。　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
田　
　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

㉜
　
　
風
土
記
の
お
山

水糸を設置して実測

下げ振りで柱の傾斜を見る
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