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九
九
九
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
）。

（
五
） 
近
年
、醍
醐
寺
文
書
聖
教
に
収
め
ら
れ
た
指
図
を
集
成
し
た
総
本
山
醍
醐
寺
編
『
醍

醐
寺
叢
書 

史
料
篇 

建
築
指
図
集 

第
一
巻
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
が
刊
行

さ
れ
た
。

 
（
と
や　

の
ぶ
ひ
ろ　

京
都
工
芸
繊
維
大
学
デ
ザ
イ
ン
・
建
築
学
系
）

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所
編

『
東
大
寺
東
塔
の
復
元
研
究
』 

　

本
文
編　

図
版
・
資
料
編

　　

奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
一
〇
四
冊

　

二
〇
二
四
年
三
月　

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構　

奈
良
文
化
財
研
究
所　

刊
行

　

Ａ
4
判
お
よ
び
Ｐ
Ｄ
Ｆ　

全
二
巻　

本
文
編
六
一
一
頁　

図
版
・
資
料
編
二
五
五
頁

清

水

重

敦

一
　
は
じ
め
に

　

復
元
研
究
は
、
い
か
に
建
築
史
研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

失
わ
れ
た
建
物
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
蓋
然
性
の
高
い
案
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
が

復
元
研
究
の
主
目
的
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
緻
密
な
考
察
を

積
み
重
ね
て
も
、
出
来
上
が
っ
た
復
元
案
は
後
の
研
究
で
改
善
点
が
指
摘
さ
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
あ
り
う
る
ど
こ
ろ
か
、
後
の
研
究
に
よ
っ
て

修
正
さ
れ
る
方
が
一
般
的
と
す
ら
言
え
る
。
で
は
、
復
元
建
物
の
実
際
の
建
設
に
必
要
と

い
う
こ
と
以
外
に
、
復
元
研
究
の
学
術
的
な
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
報
告
書
は
『
東
大
寺
境
内
整
備
基
本
構
想
』（
平
成
二
五
年
）
に
示
さ
れ
る
現
存
し

な
い
東
大
寺
東
塔
の
将
来
的
な
復
元
整
備
の
目
標
の
下
、
境
内
史
跡
整
備
事
業
か
ら
は
切

り
離
し
た
形
で
東
大
寺
が
奈
良
文
化
財
研
究
所
に
そ
の
形
式
に
つ
い
て
の
復
元
研
究
の
委
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託
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
途
上
で

明
ら
か
と
な
っ
た
部
分
の
形
式
等
の
検
討
過
程
は
、
日
本
建
築
学
会
等
で
随
時
発
表
さ
れ
、

透
明
性
の
あ
る
検
討
過
程
で
進
め
ら
れ
た
が
、
復
元
原
案
を
含
む
研
究
の
全
体
像
は
本
報

告
書
の
刊
行
に
よ
り
初
め
て
公
開
さ
れ
た
も
の
ゆ
え
、
こ
こ
に
至
っ
て
踏
み
込
ん
だ
批
判

的
検
討
が
可
能
と
な
る
状
況
が
整
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
案
が
復
元
の
基
本
設
計
で
は
な
く
、「
復
元
原
案
」
と
名
付
け
ら
れ
、

研
究
と
し
て
も
将
来
の
復
元
整
備
事
業
の
設
計
案
と
し
て
も
決
定
案
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
の
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
復
元
研
究
が
持

つ
可
能
性
や
難
点
を
踏
ま
え
た
客
観
性
を
担
保
す
る
進
め
方
と
し
て
大
い
に
評
価
す
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
報
告
書
を
書
籍
と
し
て
の
印
刷
刊
行
と
同
時
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
一
般
に

公
開
し
、
そ
の
成
果
を
広
く
世
に
問
う
て
い
る
点
も
画
期
的
で
あ
り
、
学
術
成
果
の
公
開

の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
る
優
れ
た
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
で
は
ま
ず
文
献
か
ら
東
塔
の
高
さ
を
決
定
し
、
そ
の
寸
法
を
元
に
建
築
の
形

式
を
決
定
し
て
い
く
、
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
高
さ
三
二
な
い
し
三
三
丈
、
す

な
わ
ち
一
〇
〇
ｍ
近
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
い
た
東
大
寺
東
塔
の
高
さ
が
、
本

報
告
書
で
は
文
献
史
学
の
研
究
成
果
に
よ
り
約
三
分
の
二
の
六
八
・
一
ｍ
だ
っ
た
と
い
う

イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
発
表
時
に
大
き
く
報
道
さ
れ
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
。

　

こ
の
高
さ
を
元
に
提
案
さ
れ
た
復
元
案
は
、
現
存
遺
構
等
の
網
羅
的
収
集
に
よ
っ
て
形

式
や
寸
法
の
可
能
性
を
絞
り
込
み
、
部
材
の
納
ま
り
と
構
造
安
定
性
を
検
討
し
た
上
で
あ

り
う
べ
き
形
態
を
模
索
す
る
、
論
理
的
か
つ
丁
寧
な
方
法
を
も
っ
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、

緻
密
な
研
究
成
果
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
手
堅
い
手
法
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
一
方
で
、

提
示
さ
れ
た
復
元
原
案
は
現
存
す
る
塔
が
有
す
る
形
態
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
す
る
比
例
を

有
し
て
お
り
、
挑
戦
的
で
す
ら
あ
る
。
形
式
を
徹
底
し
て
理
詰
め
で
考
察
し
た
末
に
で
き

あ
が
る
形
態
が
現
存
建
築
か
ら
類
推
し
う
る
形
態
イ
メ
ー
ジ
を
刷
新
し
う
る
突
破
力
を
持

ち
う
る
と
い
う
、
復
元
研
究
な
ら
で
は
の
可
能
性
を
提
示
す
る
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

本
稿
は
書
評
で
あ
る
の
で
、
本
書
が
も
た
ら
す
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
を
心
が
け
て

執
筆
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
肝
心
の
復
元
の
過
程
を
報
告
書
か
ら
追
っ
て
み
る
と
、

文
献
か
ら
得
ら
れ
た
高
さ
に
納
め
る
こ
と
の
困
難
さ
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
根
拠
の
弱
い

選
択
的
決
定
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
復
元
考
察
の
過
程
の
検
証

は
不
可
欠
と
考
え
る
。
よ
っ
て
本
書
評
で
は
、
復
元
案
の
考
察
過
程
を
批
判
的
に
検
討
す

る
こ
と
を
中
心
的
に
行
い
た
い
。
古
代
建
築
の
復
元
は
唯
一
絶
対
の
案
に
辿
り
着
く
こ
と

は
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
本
報
告
書
で
は
一
案
に
絞
り
込
む
過
程
を
踏
ん
で

い
る
以
上
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
蓋
然
性
を
持
つ
案
と
な
っ
て
い
る
か
の
検
証
が
不
可
欠

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
復
元
研
究
が
い
か
に
建
築
史
学
を
進
展
さ
せ
う
る
の
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
本
報
告
書
が
開
く
研
究
の
新
た
な
可
能
性
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

東
大
寺
東
塔
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
東
大
寺
東
塔
に
つ
い
て
の
基
本
事
項
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
東
大
寺
東
塔
は
、

奈
良
時
代
後
期
の
東
大
寺
創
建
時
に
七
重
塔
と
し
て
西
塔
と
と
も
に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
、

天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
大
仏
殿
竣
工
に
引
き
続
き
い
て
造
営
が
開
始
さ
れ
、天
平
宝

字
八
年
（
七
六
四
）
に
露
盤
が
上
げ
ら
れ
た
。
西
塔
は
承
平
四
年
（
九
三
四
）
に
雷
火
に

よ
り
焼
失
し
、
そ
の
後
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
東
塔
の
方
は
建
ち
続
け
た
も
の
の
、
治

承
四
（
一
一
八
〇
）
年
の
平
氏
に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
に
際
し
て
寺
内
の
他
の
堂
宇
と
と

も
に
焼
失
し
た
。
続
く
東
大
寺
の
鎌
倉
再
建
に
お
い
て
東
塔
の
み
が
貞
応
二
年
（
一
二
二

三
）
に
再
建
さ
れ
た
が
、
康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
に
雷
火
で
焼
失
し
、
そ
の
後
は
再
建

さ
れ
ず
、
現
在
は
基
壇
が
土
壇
状
の
高
ま
り
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　

創
建
時
の
塔
（
本
報
告
書
で
は
「
天
平
塔
」
と
呼
ぶ
）
の
形
式
を
直
接
知
り
う
る
視
覚

資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
天
平
勝
宝
四
年
の
大
仏
開
眼
供

養
会
の
伽
藍
を
描
い
た
「
絹
本
著
色
東
大
寺
縁
起
」（
一
四
世
紀
）
に
お
い
て
東
塔
、西
塔
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が
七
重
塔
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
塔
の
寸
法
に
関
す
る
文
献
史
料
と
し
て
は
、『
東
大
寺

要
録
』
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
掲
載
さ

れ
る
東
塔
お
よ
び
西
塔
の
「
高
」
お
よ
び
「
露
盤
高
」（
相
輪
高
）
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
東
西
塔
が
七
重
塔
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
東
西

塔
の
「
高
」
の
寸
法
は
「
大
仏
殿
碑
文
」
が
記
さ
れ
る
文
献
と
そ
の
写
本
に
お
い
て
「
廿

三
丈
」
と
「
卅
三
丈
」
の
二
種
が
確
認
さ
れ
、
以
前
よ
り
東
西
塔
の
高
さ
を
巡
る
論
争
の

種
と
な
っ
て
き
た
。

　

本
報
告
書
の
復
元
研
究
に
先
立
っ
て
境
内
史
跡
整
備
事
業
の
一
環
と
し
て
東
大
寺
・
奈

良
文
化
財
研
究
所
・
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
三
者
か
ら
な
る
史
跡
東
大
寺
旧
境
内
発
掘
調

査
団
に
よ
る
東
塔
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
塔
の
基
壇
外
装
廻
り
お
よ
び

礎
石
抜
き
取
り
穴
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
鎌
倉
塔
の
基
壇
に
覆
わ
れ
る
形
で
残
さ
れ

て
い
た
天
平
塔
の
基
壇
外
装
の
一
部
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
天
平

塔
の
柱
間
三
間
分
に
相
当
す
る
階
段
も
検
出
さ
れ
、
基
壇
お
よ
び
階
段
の
寸
法
か
ら
天
平

塔
の
初
重
平
面
が
方
五
間
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

二
　
報
告
書
の
内
容

　

本
報
告
書
の
目
次
は
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
章
・
節
の
題
の
み
を
挙
げ
る
。

　

本
文
編

　
　

第
Ⅰ
章　

序
言

　
　
　
　

1　

研
究
の
経
緯
と
目
的

　
　
　
　

2　

研
究
の
体
制
と
経
過

　
　
　
　

3　

報
告
書
の
作
成

　
　

第
Ⅱ
章　

東
西
塔
の
歴
史
と
既
往
の
復
元
案

　
　
　
　

1　

東
西
塔
の
歴
史

　
　
　
　

2　

既
往
の
復
元
案

　
　

第
Ⅲ
章　

発
掘
調
査
成
果
の
概
要

　
　
　
　

1　

調
査
の
概
要

　
　
　
　

2　

基
壇
ま
わ
り
と
初
重
平
面
の
所
見

　
　
　
　

3　

出
土
遺
物
の
整
理

　
　
　
　

4　

天
平
塔
か
ら
鎌
倉
塔
へ
の
変
化

　
　

第
Ⅳ
章　

礎
石
の
調
査
と
柱
径
の
検
討

　
　
　
　

1　

は
じ
め
に

　
　
　
　

2　

調
査
結
果

　
　
　
　

3　

各
礎
石
の
比
較
・
検
討
と
復
元
資
料
の
整
理

　
　
　
　

4　

天
平
塔
の
初
重
柱
径
の
検
討

　
　
　
　

5　

ま
と
め

　
　

第
Ⅴ
章　

天
平
塔
の
高
さ
に
つ
い
て

　
　
　
　

1　

は
じ
め
に

　
　
　
　

2　

天
平
塔
の
高
さ
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

　
　
　
　

3　

大
仏
殿
碑
文

　
　
　
　

4　

根
本
史
料

　
　
　
　

5　

塔
の
「
高
」
の
概
念
に
つ
い
て

　
　
　
　

6　

根
本
史
料
の
写
本
調
査

　
　
　
　

7　

伴
信
友
の
校
訂
の
根
拠

　
　
　
　

8　

ま
と
め

　
　

第
Ⅵ
章　

天
平
塔
の
上
部
構
造

　
　
　
　

1　

前
提
条
件
と
資
料

　
　
　
　

2　

垂
直
方
向
の
比
例

　
　
　
　

3　

初
重

　
　
　
　

4　

組
み
上
げ
構
造
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5　

相
輪
か
ら
み
た
七
重
の
平
面
規
模

　
　
　
　

6　

上
重

　
　
　
　

7　

造
作

　
　
　
　

8　

飾
金
具
と
彩
色
な
ど

　
　
　
　

9　

復
元
原
案
の
提
示

　
　

第
Ⅶ
章　

天
平
塔
の
構
造
解
析
の
評
価

　
　
　
　

1　

は
じ
め
に

　
　
　
　

2　

固
定
荷
重
の
資
料

　
　
　
　

3　

検
定
比

　
　
　
　

4　

ま
と
め

　
　

第
Ⅷ
章　

鎌
倉
塔
の
上
部
構
造

　
　
　
　

1　

前
提
条
件
と
資
料

　
　
　
　

2　

重
源
案
と
栄
西
案
に
共
通
す
る
規
模
・
形
式

　
　
　
　

3　

重
源
案

　
　
　
　

4　

栄
西
案

　
　
　
　

5　

検
討
成
果
と
課
題

　
　
　
　

6　

復
元
原
案
の
提
示

　
　

第
Ⅸ
章　

結
語

　
　
　
　

1　

研
究
の
成
果

　
　
　
　

2　

研
究
と
成
果
の
意
義

　
　
　
　

3　

課
題
と
展
望

　
　

付
章
Ⅰ　

天
平
大
仏
殿
の
裳
階
ま
わ
り

　
　
　
　

1　

は
じ
め
に

　
　
　
　

2　

前
提
条
件
と
資
料

　
　
　
　

3　

復
元

　
　
　
　

4　

ま
と
め

　
　

付
章
Ⅱ　

各
種
の
調
査

　
　
　
　

1　

礎
石
の
付
随
調
査

　
　
　
　

2　

東
大
寺
所
蔵
建
築
部
材
の
調
査

　
　
　
　

3　

参
考
案
の
作
図
に
と
も
な
う
資
料
の
紹
介

　
　

付
章
Ⅲ　

構
造
的
な
検
討

　
　
　
　

1　

天
平
塔　

内
部
柱
検
討
案

　
　
　
　

2　

応
力
分
布

　
　

付
章
Ⅳ　

参
考
案

　
　
　
　

1　

天
平
大
仏
殿
の
裳
階
ま
わ
り
の
参
考
案

　
　
　
　

2　

天
平
塔
の
参
考
案

　

図
版
編

　
　

図
版

　
　
　

復
元
原
案
（
天
平
塔
・
鎌
倉
塔
）

　
　
　

参
考
資
料

　
　

構
造
解
析
資
料

　

本
報
告
書
で
は
考
察
の
中
心
を
創
建
時
の
東
塔
で
あ
る
「
天
平
塔
」
の
復
元
に
置
い
て

お
り
、
第
Ⅱ
章
か
ら
第
Ⅶ
章
ま
で
で
天
平
塔
の
復
元
過
程
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず

東
西
塔
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
、
東
西
塔
の
高
さ
に
つ
い
て
の
根
本
史
料
で
あ
る
「
大
仏
殿

碑
文
」
が
紹
介
さ
れ
る
。
次
い
で
塔
の
復
元
に
関
す
る
研
究
史
が
整
理
さ
れ
る
。
既
往
の

復
元
案
と
し
て
は
天
沼
俊
一
に
よ
る
三
三
丈
案（
一
）と
箱
崎
和
久
に
よ
る
元
興
寺
五
重
小
塔
を

元
に
し
た
二
三
丈
案（
二
）の

二
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
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具
体
的
な
復
元
検
討
と
し
て
は
、
ま
ず
東
塔
の
発
掘
調
査
の
所
見
と
そ
の
解
釈
を
述
べ
、

次
い
で
伝
世
遺
物
、
特
に
東
大
寺
塔
由
来
と
の
伝
承
の
あ
る
礎
石
の
網
羅
的
調
査
と
そ
の

分
析
を
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
初
重
平
面
と
側
柱
径
が
決
定
さ
れ
る
。

　

次
い
で
東
塔
の
高
さ
に
つ
い
て
の
史
料
検
討
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
高
さ
に
つ
い
て

の
根
本
史
料
で
あ
る
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
つ
い
て
の
史
料
批
判
が
行
わ
れ
、
本
報
告
書
に

お
け
る
東
塔
の
全
高
を
二
三
丈
八
寸
と
確
定
し
て
い
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
東
塔
の
上
部
構
造
に
つ
き
、
構
造
形
式
や
技
法
に
関
す
る
詳
細
が
検

討
さ
れ
る
。
塔
身
部
の
寸
法
と
諸
形
式
、
相
輪
の
形
式
が
類
例
を
踏
ま
え
て
詳
し
く
論
じ

ら
れ
、
復
元
原
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
原
案
に
つ
い
て
の
構
造
解
析
も
行
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
大
仏
様
お
よ
び
東
大
寺
鐘
楼
の
形
式
を
参
照
し
た
鎌
倉
塔
の
復
元
に
つ
い
て

も
二
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

付
章
で
は
東
大
寺
大
仏
殿
裳
階
の
検
討
を
踏
ま
え
た
組
物
形
式
の
検
討
が
行
わ
れ
る
と

と
も
に
、
天
平
塔
の
参
考
案
と
し
て
高
さ
の
高
い
三
二
丈
案
が
検
討
さ
れ
、
復
元
案
も
提

出
さ
れ
て
い
る
。

研
究
の
方
法

　

研
究
の
過
程
と
し
て
は
、
ま
ず
は
以
前
よ
り
言
及
さ
れ
て
き
た
天
沼
俊
一
に
よ
る
全
高

三
三
丈
案
と
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
発
表
さ
れ
た
（
翌
年
刊
行
）
箱
崎
和
久
に
よ

る
二
三
丈
案
を
共
に
扱
い
、
大
き
く
分
け
て
二
種
の
高
さ
で
の
復
元
検
討
を
す
る
こ
と
か

ら
始
め
て
い
る
。
し
か
し
文
献
研
究
に
よ
っ
て
東
塔
の
全
高
を
二
三
丈
と
す
る
見
方
が
有

力
と
な
り
、
研
究
の
主
眼
が
二
三
丈
案
の
検
討
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

東
塔
の
高
さ
の
絞
り
込
み
は
、東
西
塔
の
高
さ
が
記
載
さ
れ
る
唯
一
の
文
献
で
あ
る「
大

仏
殿
碑
文
」
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
史
料
批
判
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。「
大
仏
殿
碑

文
」
自
体
は
現
存
し
な
い
が
、
そ
れ
が
引
用
さ
れ
る
記
録
類
の
写
本
を
系
統
を
遡
っ
て
網

羅
的
に
確
認
し
た
結
果
、「
大
仏
殿
碑
文
」
に
記
さ
れ
た
東
塔
の
「
高
」
の
表
記
が
二
三
丈

八
寸
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
高
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
奈
良
時
代

の
寺
院
資
財
帳
に
お
け
る
記
載
等
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
相
輪
を
含
む
全
高
を
示

す
も
の
と
解
釈
し
、
相
輪
高
八
丈
八
尺
二
寸
を
引
い
た
残
り
の
一
四
丈
二
尺
六
寸
が
塔
身

高
と
な
る
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
は
方
五
間
の
平
面
規
模
お
よ
び
初
重
軒
の
出
が
決
め
ら
れ
た
。

　

塔
身
部
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
各
重
の
高
さ
を
逓
減
の
比
例
か
ら
検
討
し
、
次
い

で
各
部
の
形
式
や
寸
法
を
詰
め
、
各
部
の
形
式
と
積
み
上
げ
高
を
決
定
し
て
い
く
。
初
重

に
つ
い
て
は
平
面
の
柱
間
寸
法
と
の
関
係
で
軸
部
高
さ
が
決
定
さ
れ
た
。
二
重
以
上
に
つ

い
て
は
平
面
の
逓
減
を
検
討
し
つ
つ
、
各
部
の
形
式
と
比
例
を
詰
め
な
が
ら
各
重
の
高
さ

が
割
付
け
ら
れ
た
。

　

各
部
の
寸
法
の
決
定
に
際
し
て
は
、
全
体
と
各
部
の
間
の
比
例
関
係
に
つ
い
て
類
例
の

網
羅
的
把
握
に
よ
り
数
値
を
絞
り
込
み
、
相
互
関
係
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
く
方
法
を
取

る
。
比
例
関
係
に
よ
っ
て
寸
法
を
決
定
し
て
い
く
態
度
を
徹
底
し
た
こ
の
方
法
は
、
上
物

に
つ
い
て
の
直
接
の
参
照
資
料
が
限
ら
れ
る
古
代
建
築
の
復
元
検
討
の
方
法
と
し
て
は
定

番
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
本
報
告
書
で
は
全
て
の
寸
法
、
形
式
、
意
匠
に
根

拠
を
求
め
る
姿
勢
を
徹
底
し
て
お
り
、
取
り
う
る
全
て
の
手
段
を
投
入
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。

　

た
だ
、
こ
の
方
法
を
徹
底
す
れ
ば
客
観
性
が
確
実
に
確
保
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
形

式
の
復
元
考
察
の
過
程
に
は
い
く
つ
も
の
選
択
的
決
定
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観

的
に
進
め
て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
そ
こ
に
は
携
わ
っ
た
研
究
グ
ル
ー
プ
の
意
思
が
避

け
難
く
入
り
込
む
。
そ
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
本
報
告
書
の
復
元
研
究
と
し
て
の
信
頼
性

と
新
規
性
、
そ
し
て
疑
問
点
を
見
て
い
こ
う
。

三
　
復
元
研
究
と
し
て
の
信
頼
性
・
新
規
性

　

復
元
の
研
究
方
法
と
し
て
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
に
お
い
て
平
城
宮
跡
の
建
物
復
元
で
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積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
古
代
建
築
復
元
研
究
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法
を
採
っ
て
い
る
。

文
献
史
料
の
再
解
釈
、
発
掘
遺
構
の
解
釈
、
伝
世
品
を
含
む
遺
物
の
網
羅
的
把
握
と
分
析

を
し
た
上
で
、
類
例
建
造
物
の
網
羅
的
収
集
と
分
析
を
行
い
、
平
面
、
高
さ
、
細
部
の
寸

法
の
比
例
検
討
、
各
部
部
材
の
形
式
と
納
ま
り
、
意
匠
上
の
検
討
を
重
ね
合
わ
せ
、
相
互

に
往
復
を
重
ね
な
が
ら
各
部
形
式
と
寸
法
を
決
定
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
各
部

の
形
式
や
寸
法
決
定
に
際
し
て
根
拠
を
徹
底
し
て
追
求
し
た
手
続
き
の
手
堅
さ
が
本
報
告

書
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。

　

東
塔
は
七
重
と
い
う
多
層
塔
で
あ
る
た
め
、
塔
身
の
逓
減
と
各
層
平
面
、
高
さ
方
向
の

寸
法
検
討
、
積
み
重
ね
形
式
の
納
ま
り
と
構
造
、
側
廻
り
構
造
と
心
柱
の
関
係
、
塔
身
部

と
相
輪
の
関
係
に
つ
い
て
特
に
注
意
が
払
わ
れ
、
細
部
に
ま
で
目
の
行
き
届
い
た
丁
寧
か

つ
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
か
つ
手
堅
い
方
法
を
と
る
中
で
も
、
以
下
の
よ
う
な
新
規
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

①
復
元
案
に
複
数
案
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
。
天
平
塔
の
復
元
に
あ
た
り
、
文
献
解
釈
か

ら
得
ら
れ
た
二
三
丈
の
高
さ
を
中
心
に
扱
う
も
の
の
、
同
時
に
三
二
丈
案
も
検
討
し
て
お

り
、
復
元
の
可
能
性
と
限
界
を
と
も
に
理
解
し
た
上
で
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

②
解
釈
の
不
動
点
と
し
て
の
「
大
仏
殿
碑
文
」
記
載
の
塔
の
高
さ
に
関
す
る
寸
法
の
確
定
。

文
献
研
究
に
お
け
る
徹
底
的
な
史
料
批
判
に
よ
っ
て
「
大
仏
殿
碑
文
」
記
載
の
塔
の
高
さ

に
関
す
る
寸
法
を
確
定
し
た
こ
と
は
極
め
て
大
き
な
成
果
で
あ
り
、
加
え
て
復
元
研
究
に

お
け
る
基
礎
的
方
法
を
確
立
し
た
と
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

③
復
元
の
参
照
源
と
し
て
現
存
建
造
物
だ
け
で
な
く
模
型
と
絵
画
を
含
め
る
こ
と
で
解
釈

の
可
能
性
を
広
げ
た
こ
と
。
復
元
研
究
の
参
照
源
を
可
能
な
限
り
広
く
集
め
る
こ
と
は
当

然
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
適
用
可
能
性
に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
で
、
特
に
模
型
の
資
料
批
判

へ
の
意
識
を
喚
起
し
た
点
が
特
筆
さ
れ
る
。

④
発
掘
遺
物
に
加
え
、
伝
世
品
の
伝
東
大
寺
礎
石
を
網
羅
的
に
収
集
し
、
復
元
へ
の
適
用

可
能
性
を
検
討
。
遺
構
か
ら
位
置
を
移
さ
れ
た
伝
世
品
の
扱
い
に
は
慎
重
な
姿
勢
が
必
要

で
あ
る
が
、
伝
東
大
寺
塔
礎
石
と
の
由
来
の
あ
る
伝
世
品
を
徹
底
的
に
収
集
し
、
客
観
的

に
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
扱
い
方
を
方
法
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

⑤
日
本
の
中
で
の
検
討
に
留
ま
ら
ず
東
ア
ジ
ア
に
視
野
を
広
げ
て
い
る
こ
と
。
古
代
の
層

塔
は
現
存
遺
構
が
限
定
的
で
あ
る
が
、
発
掘
遺
構
に
視
野
を
広
げ
る
と
東
ア
ジ
ア
に
類
例

が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
復
元
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
事
例
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
時
に
本
報
告
書
の
研
究
内
容
が
東
ア
ジ
ア
各
地
で
進
め
ら
れ

て
い
る
復
元
考
察
ま
た
は
復
元
事
業
に
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

⑥
天
平
塔
に
加
え
て
鎌
倉
塔
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
で
復
元
検
討
に
時
間
軸
を
導

入
。
復
元
研
究
で
は
考
察
に
一
時
代
の
遺
構
に
絞
っ
た
考
察
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
天
平
塔
の
後
身
に
あ
た
る
鎌
倉
塔
の
復
元
案
も
検
討
し
図
化
し
て
い
る
点
は
画
期
的

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
長
い
時
間
軸
に
お
い
て
復

元
を
考
え
る
と
い
う
あ
ま
り
取
り
組
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
し
い
視
野
が
開
か
れ
て
い
る
。

⑦
復
元
案
の
作
成
と
構
造
検
討
を
並
行
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
匠
・
技
法
の
観

点
と
構
造
の
観
点
を
往
復
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
。
復
元
研
究
で
は
意
匠
・
技
法

の
復
元
が
先
行
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
構
造
解
析
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
こ
の
進
め
方
は
、
当
時
に
お
い
て
は
構
造
解
析
は
当
然
な
が
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
の

で
、
疑
問
を
持
た
れ
な
か
っ
た
嫌
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
現
代
の
我
々
は
古
代

の
建
築
技
術
体
系
全
体
を
理
解
し
き
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
構
造
解
析
を
行
う
こ
と
で

そ
の
理
解
に
貢
献
し
う
る
部
分
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
構
造
解
析
を

早
期
に
行
う
こ
と
で
、
復
元
建
物
へ
の
理
解
、
そ
し
て
古
代
建
築
一
般
へ
の
理
解
が
深
ま

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
ま
た
復
元
案
の
検
討
に
も
多
大
な
貢
献
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
疑
問
点
と
そ
の
検
討

　

一
方
で
本
報
告
書
に
お
け
る
検
討
過
程
や
提
示
さ
れ
た
復
元
原
案
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
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る
点
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
以
下
に
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た

い
。

①
復
元
原
案
の
建
築
的
問
題

　

復
元
研
究
は
細
部
の
考
察
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
体

か
ら
細
部
に
至
る
バ
ラ
ン
ス
を
随
時
調
整
し
な
が
ら
進
行
す
る
た
め
、
完
成
し
た
全
体
像

に
こ
そ
、
設
計
案
と
し
て
の
本
質
が
表
れ
る
。
従
っ
て
復
元
案
を
建
築
と
し
て
評
価
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
東
大
寺
東
塔
の
復
元
原
案
に
は
主
に
①
―
一　

相
輪

高
お
よ
び
塔
身
部
各
重
に
お
け
る
異
例
の
比
例
、
①
―
二　

最
上
重
屋
根
の
勾
配
の
緩
さ
、

の
二
点
の
特
徴
な
い
し
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。

②
塔
の
高
さ
に
つ
い
て

　

建
築
的
特
徴
に
お
い
て
挙
げ
た
課
題
は
、
文
献
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
二
三
丈
あ
ま

り
の
塔
の
高
さ
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
報
告
書
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
と

し
て
②
―
一　

な
ぜ
天
平
塔
か
ら
鎌
倉
塔
へ
の
再
建
で
五
割
近
く
高
さ
が
増
す
の
か
、
文

献
の
解
釈
自
体
の
課
題
と
し
て
②
―
二　
「
大
仏
殿
碑
文
」
記
載
の
東
西
塔
の
「
高
」
は
全

高
か
塔
身
高
か
、
高
さ
の
復
元
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
類
例
の
問
題
と
し
て
②
―
三　

模

型
や
絵
画
は
比
例
検
討
の
材
料
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
を
指
摘
し
た
い
。

③
塔
の
平
面
に
つ
い
て

　

発
掘
遺
構
か
ら
確
認
さ
れ
た
初
重
平
面
の
意
味
や
、
上
重
に
お
け
る
柱
間
数
に
つ
い
て

も
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
③
―
一　

な
ぜ
初
重
平
面
は
方
三
間
で
は
な
く
方
五
間
な
の

か
、
③
―
二　

上
重
に
お
け
る
方
四
間
の
平
面
は
構
造
的
に
不
利
に
な
る
か
、
を
そ
れ
ぞ

れ
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

個
々
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
証
し
て
い
こ
う
。

①
復
元
原
案
の
建
築
的
問
題

①
―
一　

相
輪
高
お
よ
び
塔
身
部
各
重
に
お
け
る
異
例
の
比
例

　

復
元
原
案
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
異
例
に
見
え
る
比
例
に
あ
る
。
全
高
に
占
め
る
相

輪
高
の
割
合
が
三
八
％
と
極
め
て
大
き
い
こ
と
、
各
重
の
軸
部
総
間
に
対
し
て
積
上
げ
高

が
低
く
な
り
、
各
重
が
扁
平
な
印
象
と
な
る
こ
と
、
の
二
点
に
お
い
て
、
現
存
の
実
大
の

塔
と
比
較
す
る
と
見
慣
れ
な
い
比
例
を
有
し
て
い
る
。
東
大
寺
東
塔
は
失
わ
れ
た
建
物
で

あ
る
た
め
、
現
存
建
物
を
元
に
形
成
さ
れ
た
比
例
感
覚
を
当
て
は
め
て
見
る
こ
と
に
は
慎

重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
異
形
と
言
う
べ
き
形
状
に
見
え
る
。

　

相
輪
高
に
つ
い
て
は
実
大
の
塔
と
の
比
較
で
は
異
例
に
大
き
な
比
率
を
示
す
が
、
相
輪

高
が
特
に
大
き
い
元
興
寺
五
重
小
塔
の
比
例
に
近
く
、
こ
れ
が
主
た
る
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。
元
興
寺
五
重
小
塔
は
実
大
の
建
築
物
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
比
例
を
類
例
と
し
て
用

い
る
に
は
そ
れ
が
正
確
に
実
大
建
築
の
縮
小
模
型
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
報
告
書
に
は
そ
の
点
の
叙
述
が
欠
け
て

い
る
。

　

こ
の
塔
は
実
大
の
塔
の
十
分
の
一
模
型
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
軸
部
に
つ
い
て
は
そ

の
可
能
性
が
高
い
。
本
報
告
書
で
は
各
重
尾
垂
木
押
え
に
挟
み
束
が
用
い
ら
れ
て
上
重
荷

重
を
安
定
的
に
受
け
る
構
造
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
一
六
九
頁
）、

こ
の
塔
が
古
代
建
築
一
般
の
形
式
・
寸
法
を
正
確
に
踏
襲
す
る
だ
け
で
な
く
、
層
塔
固
有

の
構
造
形
式
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

一
方
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
屋
根
廻
り
に
つ
い
て
は
垂
木
割
、
瓦
割
と
も
に
実
大
建
築
の

一
・
五
倍
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
お
り
、
全
て
の
箇
所
が
正
確
に
実
大
建
築
の
十
分
の
一

の
寸
法
で
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
類
例
と
し
て
用
い
る
に
は
、
こ
れ
を

模
型
と
し
て
捉
え
た
上
で
の
資
料
批
判
を
厳
密
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

各
重
の
平
面
に
対
す
る
積
上
げ
高
の
比
例
の
異
例
さ
に
つ
い
て
は
、
文
献
か
ら
設
定
さ

れ
た
塔
身
高
一
四
丈
二
尺
六
寸
と
い
う
寸
法
が
平
面
規
模
に
比
し
て
幾
分
窮
屈
な
高
さ
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
方
五
間
塔
と
い
う
現
存
類
例
の
な
い
形
式
を
方
三
間
塔
の
形
式
か
ら
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推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
来
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
復
元
原
案
で
は
塔
身
高
に
余

裕
が
な
い
こ
と
か
ら
、
各
重
の
柱
を
で
き
る
限
り
低
く
し
て
い
る
と
と
も
に
、
各
重
屋
根

の
地
垂
木
勾
配
を
極
限
ま
で
緩
く
設
定
す
る
こ
と
で
各
重
の
積
上
げ
高
を
低
く
抑
え
て
い

る
。

　

ま
た
方
五
間
塔
で
は
軸
部
平
面
規
模
に
対
す
る
屋
根
の
総
幅
の
比
が
方
三
間
塔
に
比
べ

て
小
さ
く
な
り
、軸
部
の
逓
減
が
屋
根
総
幅
の
逓
減
に
大
き
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。結

果
と
し
て
屋
根
総
幅
に
強
い
逓
減
率
を
有
す
る
塔
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
各
重
の
軒
先

を
引
き
通
し
た
線
の
勾
配
を
見
て
み
る
と
、
法
隆
寺
五
重
塔
や
法
起
寺
三
重
塔
と
大
き
く

は
変
わ
ら
な
い
数
値
に
収
ま
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
の
塔
の
強
い
逓
減
を
持
つ
塔
身
部
の
形
状
は
、
飛
鳥
時
代
の
法
隆
寺
式

の
三
重
塔
、
五
重
塔
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
ま
ま
に
七
重
に
割
り
付
け
直
し
た
よ
う
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
韓
国
慶
州
南
山
の
磨
崖
塔
の
表
現
に
近
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
類
例
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も
の
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
本
塔
が
建
て
ら
れ
た
奈
良
時
代
後
半
と
い
う
時
代
に
合
う
も
の

か
ど
う
か
、
そ
し
て
あ
く
ま
で
も
絵
画
で
あ
る
慶
州
の
磨
崖
塔
と
の
形
状
の
類
似
を
も
っ

て
形
状
の
信
憑
性
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
妥
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

比
例
・
形
状
の
異
例
さ
は
、
積
み
上
げ
高
の
窮
屈
さ
に
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
平

面
規
模
に
対
す
る
塔
身
高
の
低
さ
が
そ
の
根
本
的
な
原
因
と
な
る
わ
け
だ
が
、
塔
の
高
さ

と
い
う
も
の
は
軸
部
高
さ
の
調
整
に
よ
り
い
か
よ
う
に
も
変
更
可
能
で
あ
る
。
柱
高
が
あ

ま
り
に
高
く
な
る
場
合
に
は
構
造
耐
力
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
組
物

や
屋
根
支
持
の
部
材
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
高
さ
を
高
め
る
こ
と
は
実
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
復
元
原
案
の
異
例
の
比
例
は
、
単
に
異
例
で
あ
る
と
い
う
感
覚
的
な

指
摘
に
留
ま
ら
ず
、
設
定
さ
れ
た
塔
の
高
さ
寸
法
や
方
五
間
の
平
面
固
有
の
問
題
、
そ
し

て
類
例
の
取
扱
い
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
―
二　

最
上
重
屋
根
の
勾
配
の
緩
さ

　

本
報
告
書
で
は
文
献
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
全
高
二
三
丈
八
寸
、
塔
身
高
一
四
丈
二

尺
六
寸
と
い
う
高
さ
寸
法
を
前
提
に
、
そ
の
構
造
形
式
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
検
討
過
程
、
そ
し
て
提
示
さ
れ
た
復
元
原
案
か
ら
は
、
各
層
積
み
上
げ
高
を
こ
の

塔
身
高
に
収
め
る
た
め
の
苦
慮
が
各
所
に
う
か
が
え
る
。

　

各
層
の
柱
を
か
な
り
短
く
設
定
し
て
い
る
点
も
気
に
な
る
が
、
特
に
建
築
的
に
疑
問
を

覚
え
る
の
が
屋
根
勾
配
の
緩
さ
で
あ
る
。
地
垂
木
勾
配
は
、
初
重
か
ら
六
重
ま
で
が
三
寸

五
分
勾
配
と
緩
勾
配
で
あ
る
上
に
、
最
上
重
の
宝
形
屋
根
部
分
で
は
三
寸
勾
配
と
さ
ら
に

緩
く
な
っ
て
い
る
。
最
上
重
の
地
垂
木
勾
配
を
六
重
以
下
に
比
べ
て
緩
く
し
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
、
元
興
寺
五
重
小
塔
の
最
上
重
地
垂
木
勾
配
が
四
重
以
下
と
比
べ
て
緩
く
な
っ

て
い
る
こ
と
に
倣
っ
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
自
体
は
説
得
的
と
い
え
る
。
し
か
し
軒
先
に

は
飛
檐
垂
木
が
乗
る
た
め
に
さ
ら
に
緩
勾
配
と
な
る
の
で
、
一
般
的
に
言
っ
て
こ
の
勾
配

で
は
雨
漏
り
が
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ど
の
現
存
塔
よ
り
も
高
い
東
大
寺
東
塔
を
建
設

す
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
雨
仕
舞
い
に
問
題
が
あ
る
設
計
を
す
る
こ
と
が
果
た
し

て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

復
元
原
案
の
屋
根
勾
配
は
、
初
重
軸
部
高
さ
、
組
物
の
規
模
と
形
式
、
各
重
の
高
さ
の

比
例
と
逓
減
を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
塔
身
高
の
低
さ
故
に
、
屋

根
勾
配
を
可
能
な
限
り
緩
く
す
る
こ
と
で
な
ん
と
か
塔
身
高
一
四
丈
二
尺
六
寸
に
納
め
て

い
る
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
最
上
層
の
地
垂
木
が
三
寸
勾
配
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

類
例
に
緩
勾
配
の
屋
根
が
あ
る
と
い
う
（
二
六
二
頁
）。

　

一
九
六
頁
のTable V

I-3-21

に
類
例
建
物
の
垂
木
引
通
勾
配
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
奈

良
時
代
の
塔
で
は
、最
上
重
の
地
垂
木
勾
配
は
、最
小
が
法
隆
寺
五
重
塔
の
三
寸
三
分
、最

大
が
室
生
寺
五
重
塔
の
四
寸
八
分
で
あ
る
。
法
隆
寺
五
重
塔
は
一
軒
な
の
で
、
軒
先
ま
で
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こ
の
勾
配
で
引
き
通
さ
れ
る
。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
屋
根
勾
配
の
う
ち
最
も
緩
い
の
が
薬
師

寺
東
塔
の
三
重
裳
階
の
三
寸
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
屋
の
軒
内
に
納
ま
り
雨
掛
か
り
と
は

な
ら
な
い
の
で
参
考
に
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
一
九
六
頁
に
お
い
て
地
垂
木
引
通
勾
配

が
奈
良
時
代
初
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
急
勾
配
に
変
化
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
奈
良

時
代
後
期
建
立
に
な
る
東
大
寺
東
塔
に
お
い
て
は
勾
配
が
比
較
的
急
に
な
っ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
の
塔
で
は
當
麻
寺
西
塔
が
二
寸
八
分
、
醍
醐
寺
五
重
塔
が
三
寸

二
分
等
と
緩
い
が
、
こ
れ
ら
の
塔
に
は
当
初
よ
り
野
小
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推

定
さ
れ
、
野
垂
木
勾
配
は
ず
っ
と
急
に
な
る
の
で
、
比
較
対
象
か
ら
外
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
類
例
を
踏
ま
え
て
、
二
六
二
頁
に
お
い
て
天
平
塔
の
復
元
原
案
の
最
上
重
地

垂
木
勾
配
三
寸
を
「
現
存
す
る
類
例
建
物
の
復
原
検
討
に
も
と
づ
け
ば
検
討
の
範
囲
内
で

あ
り
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
類
例
検
討
の
結
果
に

は
収
ま
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
解
釈
に
関
連
し
て
、
報
告
書
一
九
六
頁
に
お
い
て
、

「
た
だ
し
、
重
層
建
物
と
し
て
の
各
重
の
組
み
上
げ
（
積
み
重
ね
構
造
）
の
上
で
は
、
地
垂

木
引
通
勾
配
が
緩
勾
配
な
ほ
う
が
、柱
盤
を
設
置
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
い
う
一
言

を
付
け
加
え
て
い
る
。
類
例
建
物
の
検
討
の
範
囲
内
に
納
ま
る
と
す
る
報
告
書
の
解
釈
は
、

こ
の
一
文
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
と
見
る
ほ
か
な
い
が
、
分
析
の
結
果
を
尊
重
し
な

い
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
屋
根
勾
配
の
問
題
は
、
文
献
研
究
か
ら
設
定
さ
れ
た
塔
身
高
一
四
丈
二

尺
六
寸
と
い
う
寸
法
に
こ
の
塔
の
高
さ
を
収
め
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。本
報
告
書
で
は
こ
の
塔
身
高
を
決
定
寸
法
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
が
、復

元
考
察
の
結
果
と
し
て
高
さ
の
納
ま
り
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
文
献
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
塔
高
に
再
解
釈
を
迫
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
塔
の
高
さ
に
つ
い
て

②
―
一　

な
ぜ
天
平
塔
か
ら
鎌
倉
塔
へ
の
再
建
で
五
割
近
く
高
さ
が
増
す
の
か

　

本
報
告
書
で
は
文
献
研
究
に
よ
り
、
東
塔
の
全
高
が
二
三
丈
八
寸
、
す
な
わ
ち
六
八
・

一
ｍ
と
推
定
さ
れ
た
。
一
方
、
天
平
塔
が
一
一
八
〇
年
に
焼
失
し
た
後
に
再
建
さ
れ
た
鎌

倉
塔
の
高
さ
は
「
院
家
雑
々
跡
文
」（
東
京
帝
国
大
学
編
『
大
日
本
史
料
』
六
（
六
）、
四

六
六
頁
、
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
〇
七
）
よ
り
三
二
丈
、
す
な
わ
ち
九
六
ｍ
ほ
ど
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
高
さ
六
八
・
一
ｍ
の
天
平
塔
が
焼
失
し
た
直
後
に
再
建
さ
れ
た
鎌
倉

塔
が
い
き
な
り
九
六
ｍ
も
の
高
さ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

古
代
の
塔
は
建
て
替
え
時
に
全
高
が
高
ま
る
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
、
ど
こ
で
も
増
加

分
は
一
、
二
割
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
以
降
に
な
る
と
野
小
屋
が
設
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
全
高
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
れ
ば
素
直
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
一

気
に
五
割
近
く
高
さ
が
増
す
の
は
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
し
か
る
べ
き
理
由

を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
本
報
告
書
に
は
そ
の
理
由
へ
の
言
及
が
な
い
。

　

直
感
的
に
想
定
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
鎌
倉
新
様
式
の
導
入
に
よ
っ
て
構
造
革
新
が
な

さ
れ
、五
割
高
い
塔
の
建
設
が
可
能
に
な
っ
た
、と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
鎌
倉
再

建
塔
は
重
源
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
後
、栄
西
、行
勇
へ
と
そ
の
建
設
が
引
き
継
が
れ
た
た

め
、
宋
様
式
で
あ
る
大
仏
様
も
し
く
は
初
期
禅
宗
様
の
構
造
形
式
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
の
構
造
形
式
を
用
い
る
こ
と
で
一
挙
に
高
さ
を
増
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
す

る
の
が
一
つ
の
説
明
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
本
報
告
書
で
は
鎌
倉
塔
の
形
式
に
つ
い
て
、

重
源
に
よ
る
大
仏
様
を
用
い
た
案
と
、
栄
西
に
よ
る
東
大
寺
鐘
楼
の
形
式
を
用
い
た
案
の

二
案
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
二
案
は
い
ず
れ
も
各
重
を
下
重
の
垂
木
上
に

積
み
重
ね
る
積
上
げ
式
の
構
造
形
式
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。
大
仏
様
の
導
入
以
降
、
軸
部

を
水
平
に
繋
ぐ
た
め
の
構
造
形
式
が
発
達
す
る
の
で
、
各
重
の
水
平
方
向
の
繫
ぎ
は
以
前

よ
り
安
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
積
上
げ
式
の
構
造
と
し
て
考
え
る
以
上
、
奈
良

時
代
の
塔
か
ら
飛
躍
的
に
垂
直
方
向
の
構
造
安
定
性
が
発
達
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
少

な
く
と
も
本
報
告
書
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
鎌
倉
塔
の
二
形
式
は
、
天
平
塔
か
ら
鎌
倉
塔
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へ
と
高
さ
が
五
割
増
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
う
る
材
料
と
し
て
は
説
得
的
と
は
言
い
難
い
。

　

逆
に
言
え
ば
、
塔
身
高
一
四
丈
二
尺
六
寸
で
あ
っ
た
と
す
る
天
平
塔
の
復
元
原
案
の
高

さ
は
、
構
造
的
理
由
に
よ
っ
て
高
さ
を
抑
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
時
代
の
構
造
形
式
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
高
い
塔
を
建
設
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

②
―
二　
「
大
仏
殿
碑
文
」
記
載
の
東
西
塔
の
「
高
」
は
全
高
か
塔
身
高
か

　

東
塔
の
高
さ
の
根
拠
と
な
る
の
が
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
記
さ
れ
る
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

　
「
塔
二
基
。
並
七
重
。
東
塔
高
廿
三
丈
八
寸
。
西
塔
高
廿
三
丈
六
尺
七
寸
。
露
盤
高
各
八

丈
八
尺
二
寸
。」

　

本
報
告
書
で
は
こ
の
記
載
が
後
世
の
写
本
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
状
況
を
網
羅

的
に
検
討
し
、
本
来
の
記
載
内
容
を
確
定
し
て
い
る
。
こ
の
考
察
は
極
め
て
説
得
的
で
あ

り
、
東
塔
の
「
高
」
が
二
三
丈
八
寸
と
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
確
定
し
た
も

の
と
言
え
る
。

　

こ
の
「
高
」
が
相
輪
を
含
む
全
高
を
示
す
も
の
と
す
る
解
釈
は
足
立
康
に
よ
る
解
釈
以

来
定
説
化
し
て
お
り（
三
）、

本
報
告
書
で
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
相
輪
を
含
む
全
高
と
見
な
し
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
相
輪
高
八
丈
八
尺
二
寸
を
引
い
た
一
四
丈
二
尺
六
寸
を
塔
身
高
と
捉
え

て
検
討
さ
れ
た
も
の
が
復
元
原
案
で
あ
る
。
し
か
し
①
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
塔
身
高

を
設
定
し
て
検
討
さ
れ
た
復
元
原
案
に
は
高
さ
方
向
の
お
さ
ま
り
に
不
合
理
な
面
が
あ
り
、

こ
の
復
元
の
建
築
的
検
討
の
結
果
か
ら
す
る
と
、
塔
身
高
を
こ
の
寸
法
に
設
定
す
る
こ
と

に
疑
義
を
挟
む
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
高
」が
全
高
を
示
す
も
の
と
す
る
理
解

は
、「
大
仏
殿
碑
文
」
の
写
本
の
検
討
か
ら
原
本
の
記
載
が
二
三
丈
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
定

し
た
検
討
と
比
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
一
解
釈
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

「
大
仏
殿
碑
文
」
の
製
作
時
期　
　

本
報
告
書
で
は
足
立
康
の
研
究
を
引
い
て
、奈
良
時
代

の
資
財
帳
で
塔
の
「
高
」
が
相
輪
高
を
含
む
全
高
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
（
興
福

寺
、
薬
師
寺
、
法
隆
寺
）、
当
時
に
お
け
る
共
通
認
識
と
し
て
塔
の
「
高
」
が
相
輪
を
含
む

総
高
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
作
成
の
寺
院
資
財
帳
の
記
載
内
容

に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
妥
当
な
解
釈
と
い
え
る
が
、「
大
仏
殿
碑
文
」
は
奈
良
時
代
中
の
製

作
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
資
財
帳
そ
の
も
の
で
も
な
い
た
め
、
こ
の

こ
と
が
直
ち
に
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
お
け
る
寸
法
表
記
に
も
成
り
立
つ
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
留
保
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

で
は
「
大
仏
殿
碑
文
」
の
寸
法
表
記
は
い
か
な
る
時
代
背
景
を
有
す
る
も
の
か
。
福
山

敏
男
は
「
大
仏
殿
碑
文
」
の
記
載
内
容
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
が
九
世
紀
前
半
に

製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る（
四
）。
記
載
さ
れ
る
工
事
関
係
者
の
人
名
や
官
位

の
記
載
が
不
正
確
で
あ
る
た
め
、
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
の
造
東
大
寺
司
停
廃
か
ら
か
な

り
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
碑
文
内
に
記
さ
れ
る
大
仏
造
立

の
勅
書
が
『
続
日
本
紀
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
勅
書
原
文
か
ら
の
引
用
と
み
ら
れ
、
そ

れ
が
『
三
代
実
録
』
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
九
月
二
八
日
条
の
奏
上
と
一
致
す
る
こ
と
か

ら
そ
れ
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
一
〇
世
紀
後
半
の
時
点
で
碑
文
が
古
記

録
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
製
作
年
代
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
『
三
代
実
録
』
等
の
大
仏
造
立
勅
書
が
「
大
仏
殿
碑
文
」
か
ら
引
用
さ
れ
た
も

の
か
ど
う
か
は
福
山
の
推
定
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
勅
書
原
文
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
の
可
能
性
も
あ
る
た
め
、「
大
仏
殿
碑
文
」
の
製
作
年

代
を
斉
衡
二
年
以
前
に
絞
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
碑
文
そ
の
も
の
の
存
在
が
史
料
か
ら
確
実
に
知
ら
れ
る
の
は
寛
和
二
年
（
九
八

六
）
の
源
為
憲
「
太
上
皇
御
受
戒
記
」（『
東
大
寺
要
録
』
九
巻
所
引
）
が
最
古
で
あ
り
、

こ
れ
以
前
の
ど
こ
ま
で
遡
る
も
の
か
は
史
料
か
ら
は
確
定
し
が
た
い
。
一
方
で
永
延
三
年

（
九
八
九
）
の
奏
状
に
は
こ
れ
が
「
旧
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、一
〇
世
紀
後

半
か
ら
一
定
期
間
遡
っ
た
時
期
に
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
西
塔
は
承
平
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四
年
（
九
三
四
）
に
焼
失
し
て
い
る
の
で
、
西
塔
の
言
及
が
あ
る
碑
文
が
そ
れ
以
前
の
製

作
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
「
大
仏
殿
碑
文
」
の
製
作
時
期

は
一
〇
世
紀
初
頭
頃
ま
で
は
降
ら
せ
て
考
え
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

「
大
仏
殿
碑
文
」
に
お
け
る
寸
法
表
記
の
特
徴　
　

次
に
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
お
け
る
寸

法
表
記
の
特
徴
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
足
立
康
が
す
で
に
論
じ
て
お
り
、

大
仏
の
高
さ
を
、
ま
ず
全
高
を
記
し
た
上
で
顔
の
高
さ
へ
と
至
る
順
序
で
説
明
し
て
い
る

こ
と
を
引
き
、
塔
に
つ
い
て
も
同
様
に
ま
ず
「
高
」
が
全
高
を
示
し
、
次
い
で
相
輪
高
が

記
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
本
報
告
書
に
お
い
て
も
こ
の
見
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。

し
か
し
大
仏
の
全
高
が
頭
部
を
含
む
の
は
自
明
で
あ
り
、
大
仏
の
高
さ
の
表
記
法
が
建
築

に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
は
留
保
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
大
仏
殿
碑
文
」に
は
大
仏
殿
の
高
さ
が
一
二
丈
六
尺
と
記
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
創
建
期

の
大
仏
殿
は
福
山
敏
男
に
よ
っ
て
復
元
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
復
元
高
は

一
三
丈
八
尺
と
な
り
、「
大
仏
殿
碑
文
」
の
数
値
と
合
致
し
な
い（
五
）。
こ
の
差
を
い
か
に
解
釈

す
べ
き
だ
ろ
う
か
。「
大
仏
殿
碑
文
」の
製
作
時
期
が
奈
良
時
代
で
は
な
く
平
安
時
代
に
降

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
建
築
の
高
さ
に
関
す
る
数
値
は
計
画
寸
法
で

は
な
く
実
測
値
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
建
物
内
部
か
ら
棟
木
下
端
ま
で
を

実
測
し
た
と
考
え
る
と
、
外
観
の
高
さ
よ
り
は
幾
分
低
い
数
値
と
な
る
。
と
な
る
と
、
こ

の
「
高
」
は
外
観
に
表
れ
る
全
高
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

翻
っ
て
東
西
塔
の
高
お
よ
び
相
輪
高
の
数
値
を
見
る
と
、
寸
の
単
位
ま
で
記
さ
れ
る
詳

細
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
実
測
し
て
数
値
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す

い
。

東
塔
と
西
塔
の
高
さ
の
差
の
解
釈　
　
「
大
仏
殿
碑
文
」
に
お
け
る
東
塔
の
「
高
」
を
解
釈

す
る
上
で
、
本
報
告
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
と
し
て
、
東
塔
と
西
塔
の
「
高
」
の
差

を
指
摘
し
た
い
。「
大
仏
殿
碑
文
」
で
は
東
塔
の
「
高
」
が
二
三
丈
八
寸
、西
塔
が
二
三
丈

六
尺
七
寸
と
五
尺
九
寸
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
施
工
誤
差
と
い
う
に
は
大
き
過
ぎ
る
差
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

西
塔
は
従
来
『
東
大
寺
要
録
』
巻
四
の
記
載
か
ら
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
に
東
塔

に
先
行
し
て
完
成
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
の
正
倉
院
文
書

に
記
載
さ
れ
る
相
輪
部
材
の
数
量
や
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
お
け
る
実
忠
に
よ
る

東
塔
の
相
輪
構
上
の
件
か
ら
、
東
塔
に
引
き
続
い
て
竣
工
し
た
と
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る（
六
）。

ま
た
東
塔
と
西
塔
で
相
輪
高
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
両
塔
は
同
一
の
形
式

で
設
計
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
六
尺
近
く
も
の
高
さ
の
差
が
出
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

両
塔
に
差
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
西
塔
の
最
上
層
に
野
小
屋
が
造
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
初
期
の
野
小
屋
は
地
垂
木
と
化
粧
垂
木
間
が

比
較
的
狭
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、寸
法
上
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
矛
盾
は
な
い
。と

な
る
と
、
西
塔
は
寺
院
建
築
に
お
い
て
本
格
的
な
野
小
屋
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
期
以
降
に
改
造
を
受
け
、「
大
仏
殿
碑
文
」
は
そ
の
改
造
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
建
築
の
屋
根
の
野
小
屋
は
奈
良
時
代
中
に
は
な
く
、
現
存
遺

構
と
し
て
は
九
九
〇
年
造
営
の
法
隆
寺
大
講
堂
が
最
古
で
あ
る
も
の
の
、
平
安
時
代
初
期

に
は
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
塔
は
仁
和
五
年
（
八
八

九
）、
延
喜
二
〇
年
（
九
二
〇
）
の
修
理
記
録
が
残
る
の
で
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
野

小
屋
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
に
「
大
仏
殿
碑
文
」
が
製
作
さ
れ
た
と
み
る
と
、
年
代
観
と

し
て
矛
盾
無
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
仏
殿
碑
文
」
に
掲
載
さ
れ
る

東
西
塔
の
高
さ
は
、
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
西
塔
が
修
理
・
改
造
さ
れ
た
時
期

に
実
測
さ
れ
た
数
値
で
あ
り
、
そ
の
数
値
が
「
大
仏
殿
碑
文
」
の
制
作
に
際
し
て
採
用
さ

れ
た
も
の
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
高
」
が
全
高
を
指
す
も
の
だ
と
す
る
推
定
は
、奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
寺
院
資
財
帳

に
お
い
て
は
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、「
大
仏
殿
碑
文
」
の
数
値
が
奈
良
時
代
よ
り
は
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か
な
り
降
っ
た
時
期
に
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
、
し
か
も
実
測
さ
れ
た
数
値
で

記
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
指
し
示
す
内
容
は
奈
良
時
代
の
資
財
帳
の
表
記
と
異

な
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
塔
の
高
さ
の
表
記　
　

本
報
告
書
第
Ⅴ
章
で
は
東
ア
ジ
ア
の
塔
に
お

け
る
高
さ
を
表
記
し
た
以
下
の
三
事
例
を
引
い
て
い
る
。

皇
龍
寺
九
層
塔
： 
「 
刹
柱
記
云
。
鐵
盤
已
上
高
四
十
二
尺
・
已
下
一
百
八
十
三
尺
。」

（『
三
国
遺
事
』
巻
三
塔
像
第
四
）

永
寧
寺
九
重
塔
：
「 

自
金
露
槃
下
至
地
四
十
九
丈
」（『
水
経
注
』
穀
水
・
永
寧
寺
九

層
浮
図
）

 
 

　

 「 

架
木
為
之
。
擧
高
九
十
丈
。
有
刹
復
高
十
丈
。
合
去
地
一
千

尺
。」

 
 

　

  （『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
・
城
内
）

　

数
値
自
体
の
信
憑
性
は
区
々
だ
が
、
表
記
法
に
は
各
資
料
作
成
時
の
認
識
が
表
れ
て
い

よ
う
。
こ
こ
で
は
い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
塔
身
高
が
示
さ
れ
て
い
る
。
全
高
を
直
接
示
す

の
は
一
例
の
み
で
あ
り
、
こ
の
三
例
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
全
高
よ
り
も
む
し
ろ
塔
身
高
が

重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

本
報
告
書
で
は
こ
れ
ら
の
記
事
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
史
料
と
し
て
の
性
格
が
資
財
帳

と
は
大
き
く
異
な
る
た
め
に
「
日
本
古
代
の
資
財
帳
類
に
み
ら
れ
る
塔
の
「
高
」
の
概
念

を
推
し
量
る
参
考
に
は
供
し
得
な
い
」（
一
〇
九
頁
）
と
断
じ
、東
大
寺
東
塔
の
高
さ
を
考

察
す
る
類
例
か
ら
除
外
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
「
大
仏
殿
碑
文
」
は
資
財
帳
そ
の
も
の

で
は
な
い
の
で
、
こ
の
姿
勢
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
塔

の
高
さ
の
表
記
法
は
日
本
古
代
の
「
資
財
帳
」
の
表
記
と
異
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
も

の
の
、
そ
れ
が
日
本
古
代
全
体
に
対
し
て
も
異
な
っ
て
い
る
も
の
だ
と
は
必
ず
し
も
言
え

な
い
だ
ろ
う
。

古
代
の
塔
に
お
け
る
相
輪
高
／
総
高
比
率
　　
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
本

報
告
書
に
お
け
る
古
代
の
現
存
塔
の
総
高
と
相
輪
高
の
比
率
に
つ
い
て
の
検
討
が
は
ら
む

問
題
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
第
Ⅳ
章
2
に
お
い
て
古
代
の
現
存
塔
の
全
高
と
相
輪
高
の
比

率
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
は
最
上
重
に
野
小
屋
の
付
い
た
現
状
の
数
値
を
元
に

な
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
ま
で
の
塔
は
当
初
は
野
小
屋
が
な
く
塔
身
高
が

現
状
よ
り
低
か
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
に
復
原
し
て
考
え
る
と
総
高

と
相
輪
高
の
関
係
も
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
野
小
屋
の
な
い
状
態
へ
の
復
原
が
困

難
な
建
物
も
多
い
が
、少
な
く
と
も
野
小
屋
の
あ
る
状
態
で
の
比
較
は
意
味
を
な
さ
ず
、本

報
告
書
に
お
け
る
寸
法
検
討
の
信
頼
性
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
問
題
と
考
え
る
。

　

全
高
に
対
す
る
相
輪
高
の
割
合
がTable

Ⅵ-2-2

に
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た

全
高
は
野
小
屋
の
あ
る
現
状
の
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
を
元
に
し
て
全
高
に
対
す

る
相
輪
高
の
割
合
が
「
現
存
す
る
古
代
の
層
塔
で
は
、層
数
に
関
わ
ら
ず
約
1
／
3
」（
一

四
〇
頁
）
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
典
拠
と
し
て
濱
島

正
士
『
日
本
仏
塔
集
成
』
を
引
い
て
い
る
が（
七
）、
同
書
に
は
同
様
の
内
容
の
指
摘
が
見
当
た

ら
な
い
。

　

ま
た
こ
れ
を
元
に
、「
現
存
す
る
古
代
の
層
塔
は
、
全
高
の
約
三
分
の
二
が
塔
身
高
と
な

り
、
こ
れ
が
三
重
な
い
し
五
重
に
割
り
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
高
が
同
じ
場
合
は
層

数
が
多
い
ほ
ど
各
重
の
高
さ
が
小
さ
く
な
り
、
ま
た
各
重
で
の
高
さ
の
逓
減
も
小
さ
く
な

る
。
七
重
塔
で
も
、こ
の
傾
向
が
類
推
で
き
る
」（
一
三
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を

検
証
す
べ
く
、
奈
良
時
代
ま
で
に
造
営
さ
れ
た
塔
に
つ
い
て
は
野
小
屋
の
な
い
状
態
に
想

定
復
原
し
た
寸
法
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

本
報
告
書
内
のTable V

I-6-4

に
最
上
重
の
地
隅
木
、
地
垂
木
尻
に
左
義
長
柱
盤
を
据

え
た
形
式
を
想
定
し
た
積
上
げ
高
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
数
値
を
用
い
て
相
輪
高
／
全

高
を
計
算
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
塔
の
う
ち
、
平
安
時
代
建
設
の
塔
に
つ

い
て
は
す
で
に
野
小
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
野
小
屋
の
あ
る
現
状
の
数
値
を
示
し
た
。
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相
輪
高
／
全
高
の
比
率
分
析
に
あ
た
り
、
本
報
告
書
で
は
格
段
に
相
輪
比
率
の
大
き
い

元
興
寺
五
重
小
塔
を
含
め
て
検
討
し
て
い
る
た
め
、数
値
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
な
り
、五

重
塔
と
三
重
塔
の
比
率
比
較
が
ほ
ぼ
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。
試
み
に
元
興
寺
五
重
小
塔

を
除
き
、
か
つ
野
小
屋
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
奈
良
時
代
ま
で
の
塔
に
限
定
し
て
考
え

る
と
、
五
重
塔
は
〇
・
二
八
九
〜
〇
・
三
一
〇
、
三
重
塔
は
〇
・
三
〇
五
〜
〇
・
三
二
四

と
、
両
者
間
に
差
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
う
ち
、
三
重
塔
で
最
小
比
率
を
示
す
薬

師
寺
東
塔
は
各
層
裳
階
付
き
の
た
め
高
さ
の
比
例
は
五
重
塔
に
近
い
の
で
、
こ
れ
を
除
け

ば
、
五
重
塔
と
三
重
塔
の
比
率
は
さ
ら
に
差
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
て
み
る
と

本
報
告
書
が
主
張
す
る
全
高
に
対
す
る
相
輪
高
の
割
合
が
「
現
存
す
る
古
代
の
層
塔
で
は
、

層
数
に
関
わ
ら
ず
約
1
／
3
」
と
す
る
本
報
告
書
の
主
張
は
幾
分
大
掴
み
に
過
ぎ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

相
輪
高
を
約
三
分
の
一
と
す
る
の
は
、
興
福
寺
流
記
資
財
帳
に
記
さ
れ
る
興
福
寺
五
重

塔
の
高
さ
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
塔
身
高
一
〇
丈
、
相
輪
高
五

丈
一
尺
と
記
さ
れ
て
お
り
、
相
輪
高
は
約
三
分
の
一
で
あ
る
。
た
だ
し
塔
身
高
が
一
〇
丈

と
い
う
切
り
の
い
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
点
に
や
や
疑
問
が
残
り
、
現
存
遺
構
と
同
列
に

扱
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

現
存
塔
の
高
さ
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
層
数
が
大
き
く
な
る
と
相
輪
割
合

が
小
さ
く
な
る
、と
見
る
考
え
方
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。本
報
告
書
で
は
主
に

古
代
の
塔
を
扱
っ
て
い
る
の
で
三
重
塔
と
五
重
塔
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
時

代
が
降
る
と
多
層
木
塔
と
し
て
談
山
神
社
十
三
重
塔
（
享
禄
五
年
＝
一
五
三
二
）
の
例
が

あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
相
輪
割
合
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　

東
大
寺
東
塔
の
天
平
塔
復
元
原
案
は
相
輪
割
合
が
三
八
・
二
％
と
極
端
に
大
き
い
。こ
の

比
例
に
近
い
の
は
現
存
の
実
大
塔
に
は
な
く
、
四
〇
・
四
％
の
元
興
寺
五
重
小
塔
と
い
く

つ
か
の
瓦
塔
、
そ
し
て
韓
国
慶
州
南
山
の
塔
谷
磨
崖
塔
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
も
模
型
や
絵
画
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
報
告
書
の
復
元
原
案
の
相
輪
高
比
率
は
、
現

存
建
物
に
倣
わ
ず
に
、
模

型
や
絵
画
に
倣
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
、
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

②
―
三　

模
型
や
絵
画
は

比
例
検
討
の
材
料
に
使
う

こ
と
が
で
き
る
か

　

本
報
告
書
で
は
高
さ
の

比
例
検
討
に
、
現
存
建
築

だ
け
で
な
く
、
元
興
寺
五

重
小
塔
な
ど
の
模
型
や
韓

国
慶
州
南
山
塔
谷
の
岩
に

刻
ま
れ
た
磨
崖
塔
を
含
め

た
検
討
を
し
て
い
る
。
模

型
や
絵
画
は
特
有
の
デ

フ
ォ
ル
メ
ゆ
え
に
、
そ
の

寸
法
の
信
頼
度
が
実
物
の

建
造
物
に
比
し
て
格
段
に

劣
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、

十
分
な
資
料
批
判
を
経
て

か
ら
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を

使
用
し
な
け
れ
ば
、
解
釈

を
有
利
な
方
向
に
誘
導
す

る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な

表1　最上重の野小屋を除いた形式における飛鳥・奈良時代塔の各重高および相輪高の比較表
建立年 初重 二重 三重 四重 五重 塔身高 塔身高（尺） 相輪高 全高 相輪高／全高

法隆寺五重塔 5954 4030 3915 3777 3832 21508 70.98349835 9685 31193 0.310486327
海龍王寺五重小塔（10倍） 8149 5246 5144 4787 5144 28470 93.96039604 11559 40029 0.288765645
元興寺五重小塔（10倍） 8300 6290 6190 6050 5980 32810 108.2838284 22210 55020 0.403671392
室生寺五重塔 2844 2059 2001 1943 2021 10868 35.8679868 4537 15405 0.294514768
醍醐寺五重塔※当初より野小屋ありカ 6412 4382 4227 1030 4181 20232 66.77227723 12835 33067 0.388151329
醍醐寺五重塔（野小屋あり） 12836 38167 0.336311473

法起寺三重塔 6331 4735 4215 15281 50.43234323 7333 22614 0.324268152
薬師寺東塔 8447 7682 7404 23533 77.66666667 10341 33874 0.305278385
当麻寺東塔 6030 4477 4325 14832 48.95049505 6670 21502 0.310203702
当麻寺西塔※当初より野小屋ありカ 5667 3976 4212 13855 45.72607261 7763 21618 0.359098899
当麻寺西塔（野小屋あり） 7764 24082 0.322398472

興福寺五重塔（天平）（尺） 100 100 51 151 0.337748344

天平塔23丈（尺） 142.6 142.6 88.2 230.8 0.382149047
天平塔32丈案（尺） 230.8 88.2 319 0.276489028

※　各重高さは報告書p.248-の最上層野小屋を除いた寸法より
※　相輪高は報告書p.225より
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い
。
し
か
し
本
報
告
書
で
は
模
型
や
壁
画
の
史
料
批
判
に
不
徹
底
な
面
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
類
例
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
元
興
寺
五
重
小
塔
と
慶
州
南
山
の
塔
谷
磨

崖
塔
に
つ
い
て
、
本
報
告
書
の
記
載
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

元
興
寺
五
重
小
塔
に
つ
い
て
　　
こ
の
小
塔
は
相
輪
の
比
率
が
大
き
い
こ
と
が
常
に
指
摘

さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
資
料
批
判
が
本
書
中
で
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無

批
判
に
こ
の
寸
法
を
比
較
事
例
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
相
輪
に
関
わ
る

寸
法
の
扱
い
に
統
一
を
欠
く
面
が
あ
る
。
相
輪
高
の
全
高
に
対
す
る
比
率
を
実
大
の
建
築

に
通
じ
る
も
の
と
し
て
復
元
原
案
の
比
例
の
主
要
な
根
拠
と
す
る
一
方
で
、
二
二
六
頁
で

は
露
盤
の
大
き
さ
と
最
上
重
平
面
規
模
の
比
較
を
す
る
中
で
、
こ
の
小
塔
の
露
盤
寸
法
に

つ
い
て
「
小
塔
の
特
性
で
露
盤
幅
が
割
合
と
し
て
大
き
」
い
と
し
て
参
考
数
値
よ
り
除
外

し
て
お
り
、
報
告
書
内
で
の
こ
の
小
塔
の
扱
い
に
ぶ
れ
が
あ
る
。

　

こ
の
塔
は
実
大
の
塔
の
十
分
の
一
で
造
ら
れ
て
お
り
、
雛
形
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

（
雛
形
の
対
象
が
国
分
寺
塔
か
元
興
寺
塔
か
な
ど
、い
ま
だ
に
諸
説
あ
り
）
と
さ
れ
る
。
確

か
に
軸
部
は
実
大
建
築
と
共
通
す
る
構
造
形
式
を
有
し
、
寸
法
と
比
例
も
正
確
に
実
大
の

塔
の
そ
れ
ら
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
各
重
屋
根
に
つ
い
て
見
る
と
、
垂
木
割
お
よ
び

瓦
幅
と
も
に
一
寸
五
分
割
り
で
造
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
十
倍
す
る
と
一
尺
五
寸
と
な
り
、

一
般
的
な
古
代
の
垂
木
割
・
瓦
割
の
一
・
五
倍
の
幅
に
当
た
る
。
す
な
わ
ち
模
型
特
有
の

細
部
の
デ
フ
ォ
ル
メ
は
間
違
い
な
く
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
寸
法
を
実
寸
法
と
し
て

信
用
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

　

元
興
寺
五
重
小
塔
の
心
柱
は
、
上
下
で
形
式
が
異
な
り
、
下
半
部
を
細
く
作
り
上
半
部

に
差
し
込
ん
で
い
る
。
上
半
部
の
下
半
お
よ
び
下
半
部
は
後
世
の
取
り
換
え
材
の
た
め
こ

の
仕
様
が
当
初
か
ら
の
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
上
半
部
の
上
部

は
当
初
材
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
心
柱
径
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
直
径
三
寸
で
、
十
倍
す
る
と

直
径
三
尺
と
な
る
。
現
存
塔
の
相
輪
最
下
部
の
心
柱
径
は
、
法
隆
寺
五
重
塔
、
薬
師
寺
東

塔
（
中
世
取
替
材
）、
醍
醐
寺
五
重
塔
（
中
世
取
替
材
）
い
ず
れ
も
一
尺
五
寸
ほ
ど
で
、
時

代
が
降
る
が
規
模
の
大
き
い
興
福
寺
五
重
塔
で
も
一
尺
八
寸
六
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
比

べ
る
と
元
興
寺
五
重
小
塔
の
心
柱
は
明
ら
か
に
太
い
。
全
高
に
占
め
る
相
輪
高
の
割
合
が

極
端
に
大
き
い
こ
と
と
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
塔
の
相
輪
部
は
実
際
の
塔
の
比
例
を
反
映
し

て
は
い
な
い
と
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

元
興
寺
五
重
小
塔
の
相
輪
が
大
き
い
こ
と
に
つ
い
て
狭
川
真
一
は
、
雛
形
と
し
て
作
成

さ
れ
た
こ
の
小
塔
に
お
い
て
、相
輪
の
み
は
本
来
は
金
属
製
で
あ
り
、そ
の
製
作
に
あ
た
っ

て
作
ら
れ
る
土
製
の
鋳
型
を
収
縮
率
を
考
え
て
大
き
め
に
作
る
こ
と
を
意
図
し
、
鋳
型
の

雛
形
と
し
て
の
相
輪
を
大
き
目
に
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
説
を
提
出
し
て
い
る（
八
）。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
説
で
あ
る
が
、
相
輪
の
比
例
を
類
例
と
し
て
用
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
比
例
の
異
例
さ
に
つ
い
て
説
得
的
な
解
釈
を
示
し
た
上
で
用
い
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

　

ち
な
み
に
後
世
の
例
に
は
な
る
が
、
立
石
寺
三
重
小
塔
（
山
形
市
、
国
重
文
、
永
正
一

六
年=

一
五
一
九
）
は
相
輪
高
の
割
合
が
大
き
く
作
ら
れ
て
お
り
、
相
輪
高
／
全
高
は
三

九
％
と
な
っ
て
い
る
。
実
大
の
塔
に
こ
の
よ
う
な
相
輪
比
例
を
持
つ
も
の
が
な
い
一
方
で

小
塔
に
の
み
複
数
の
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
相
輪
を
大
き
く
作
る
こ
と
は
小
塔

固
有
の
特
徴
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

慶
州
南
山
の
塔
谷
磨
崖
塔
　　
韓
国
慶
州
の
南
山
塔
谷
に
あ
る
磨
崖
塔
の
寸
法
が
建
築
的

に
正
確
さ
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
箱
崎
和
久
に
よ
っ
て
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る（
九
）。

そ
こ
で
は
現
地
で
の
実
測
調
査
に
基
づ
き
、
平
面
の
逓
減
や
塔
身
規
模
と
軒
の
出

の
比
例
な
ど
、
水
平
方
向
の
比
例
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
高
さ
方
向

の
比
例
に
つ
い
て
は
数
値
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
が
た
い
。
箱
崎
論
文
に
示
さ
れ
た
数
値
を
元
に
、
高
さ
の
比
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

現
存
塔
で
は
各
層
積
上
高
／
各
層
塔
身
平
面
規
模
の
比
例
が
、
初
層
で
〇
・
九
〜
一
・

〇
前
後
、
中
間
層
で
〇
・
七
〜
〇
・
八
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
磨
崖
塔
で
は
九
重

塔
は
初
層
で
〇
・
四
二
七
、
中
間
層
で
〇
・
二
五
〜
〇
・
四
、
七
重
塔
は
初
層
で
〇
・
四



―164―

八
、
中
間
層
で
〇
・
三
三
〜
〇
・
四
（
第
六
層
が
〇
・
六
と
大
き
い
）
と
、
現
存
塔
の
二

分
の
一
近
く
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。
九
重
の
塔
、
七
重
の
塔
は
塔
身
が
方
五
間
な
い
し

方
七
間
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
各
層
積
上
げ
高
に
対
し
て
平
面
規
模
が
大
き
く

な
る
た
め
、
方
三
間
の
現
存
塔
に
比
し
て
こ
の
割
合
が
小
さ
く
な
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
本
報
告
書
に
よ
る
初
層
方
五
間
の
東
大
寺
東
塔
復
元
原
案
の
比
例
を
見
る
と
、

初
重
は
二
八
／
五
二
尺
＝
〇
・
五
三
八
、
中
間
層
の
四
重
は
一
九
・
二
／
四
〇
尺
＝
〇
・

四
八
で
あ
り
、
塔
身
規
模
が
大
き
い
東
大
寺
東
塔
復
元
原
案
と
比
較
し
て
も
磨
崖
塔
は
明

ら
か
に
積
上
げ
高
の
比
率
が
小
さ
い
。
試
み
に
磨
崖
塔
の
各
層
積
上
高
／
各
層
塔
身
規
模

の
比
例
を
東
塔
復
元
原
案
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
四
重
を
例
に
取
る
と
、
屋
根
勾
配
や
組

物
形
式
に
は
大
き
な
変
更
が
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
柱
を
三
尺
ほ
ど
切
り
縮
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
、
柱
高
は
二
尺
程
度
と
な
る
。
こ
の
柱
高
で
は
扉
、
窓
が
設
け
ら
れ
ず
、

現
実
的
で
は
な
か
ろ
う
。
図
ら
ず
も
本
復
元
研
究
で
東
大
寺
東
塔
の
詳
細
な
復
元
案
が
検

討
さ
れ
た
こ
と
で
、
磨
崖
塔
の
建
築
的
問
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
磨
崖
塔
に
お
い
て
は
、
塔
身
の
平
面
規
模
や
軒
の
出
に
つ
い
て
は
実
際
の
建
築

か
ら
遠
か
ら
ぬ
比
例
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
高
さ
に
つ
い
て
は
強
く
デ
フ
ォ
ル
メ
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
塔
身
高
と
相
輪
高
の
比
例
関
係
に
つ
い
て
も

実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
比
例
は
数
値
と
し
て
信
頼
で
き

る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
積
上
高
が
変
わ
れ
ば
軒
総
幅
の
逓
減
率
も
変
わ
り
、
全
体
形
状

の
印
象
も
異
な
る
も
の
と
な
る
。
相
輪
高
／
全
高
の
比
率
に
つ
い
て
も
再
考
が
必
要
と
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
も
そ
も
絵
画
と
し
て
描
か
れ
る
建
築
が
正
確
な
図
面
と
し
て
の
寸
法
を
も
っ
て
描
か

れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
何
ら
か
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な

い
。
そ
れ
を
建
築
の
検
討
に
用
い
る
に
は
、
寸
法
は
勿
論
の
こ
と
構
造
形
式
や
意
匠
に
お

い
て
も
綿
密
な
資
料
批
判
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ
れ

を
類
例
と
し
て
用
い
る
に
当
た
っ
て
、
本
報
告
書
に
お
い
て
改
め
て
磨
崖
塔
に
つ
い
て
の

資
料
批
判
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
報
告
書
で
は
そ
れ
を
先
行
研

究
に
拠
る
の
み
で
あ
る
た
め
、
磨
崖
塔
か
ら
直
接
寸
法
を
採
取
す
る
姿
勢
は
学
術
的
に
は

問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
模
型
や
絵
画
に
は
寸
法
上
の
問
題
が
多
々
含
ま
れ
て
お
り
、
復
元
の
類
例

と
し
て
そ
れ
ら
を
用
い
る
際
に
は
、
実
物
の
み
の
検
討
と
模
型
の
検
討
を
分
け
て
分
析
す

べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
い
。
し
か
も
本
報
告
書
の
比
例
関
係
の
選
択
は
、
か
な
り
模
型

お
よ
び
絵
画
の
比
例
に
寄
っ
て
お
り
、
復
元
原
案
の
根
拠
に
脆
弱
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

以
上
、
東
塔
の
高
さ
に
つ
い
て
、
本
報
告
書
に
お
け
る
考
察
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た

が
、
文
献
に
記
載
さ
れ
る
数
値
の
解
釈
、
復
元
原
案
が
根
拠
と
す
る
類
例
の
取
り
扱
い
と

も
に
再
考
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
東
塔
の
全
高
を

二
三
丈
八
寸
と
み
る
の
で
は
な
く
、「
高
」
を
塔
身
高
と
と
ら
え
て
全
高
を
よ
り
高
い
も
の

と
見
る
復
元
案
に
つ
い
て
も
、
議
論
を
継
続
す
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

③
塔
の
平
面
に
つ
い
て

③
―
一　

な
ぜ
初
重
平
面
は
方
三
間
で
は
な
く
方
五
間
な
の
か

　

東
塔
は
発
掘
遺
構
の
検
討
に
よ
り
方
五
間
の
初
重
平
面
を
持
つ
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
鎌
倉
再
建
の
際
に
は
ほ
ぼ
基
壇
規
模
を
変
え
ず
に
方
三
間
の
平
面
に
変
更
さ
れ
て

い
る
。
天
平
塔
は
な
ぜ
初
重
平
面
を
方
五
間
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
報
告
書
で
は
、
方

五
間
の
平
面
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
四
天
柱
の
問
題
、
柱
間
数
の
逓
減
の
問
題
が
生
じ
る

た
め
、
そ
れ
ら
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
も
の
の
、
方
三
間
と
方
五
間
の
違
い
に
つ
い
て

の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

方
五
間
の
平
面
が
塔
の
高
さ
ゆ
え
に
構
造
上
の
理
由
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ

と
は
直
感
的
に
推
測
で
き
る
。
柱
数
が
増
え
れ
ば
鉛
直
荷
重
支
持
に
も
軒
荷
重
支
持
に
も

有
利
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
あ
る
い
は
初
重
の
内
部
空
間
の
機
能
上
の
必
要
か
ら
決
め
ら
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れ
た
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
大
安
寺
塔
の
よ
う
に
方
三
間
で
七
重
と
す
る
塔
も
あ
る
中
で
、
東
大
寺
東
西
塔

は
な
ぜ
方
五
間
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
方
五
間
と
す
る
と
桁
行
中
央
の
柱
間
が
小
さ
く
な

り
、
古
代
建
築
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
桁
行
中
央
間
と
柱
高
に
近
い
関
係
が
あ
る
と
す
る

考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
方
三
間
塔
よ
り
方
五
間
塔
の
方
が
初
層
柱
高
が
低
く
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
は
正
し
い
解
釈
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
安
寺
西
塔
は
発
掘
調
査
よ
り
、
初
重
が
方
三
間
で
、
中
央
間
一
四
尺
（
階
段
よ
り
）、

総
間
四
〇
尺
の
規
模
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
本
報
告
書
の
復
元
考
察
の
方
法
を

適
用
す
る
と
軸
部
高
さ
は
一
七
尺
程
度
と
な
ろ
う
。
こ
の
初
重
軸
部
高
さ
を
も
っ
て
七
重

を
積
み
上
げ
て
い
く
と
、
東
大
寺
東
塔
復
元
原
案
よ
り
も
塔
身
部
が
高
い
塔
と
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
東
大
寺
東
塔
よ
り
も
初
重
平
面
が
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塔
身
高

の
高
い
塔
と
な
る
と
い
う
奇
妙
な
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
方
五
間
の

平
面
に
お
け
る
中
央
間
と
軸
部
高
の
関
係
を
古
代
建
築
一
般
の
傾
向
と
は
別
個
に
考
え
る

べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
③
―
二　

上
重
に
お
け
る
方
四
間
の
平
面
は
構
造
的
に
不
利
に
な
る
か

　

復
元
原
案
は
中
間
の
重
で
方
四
間
、
上
重
で
方
三
間
と
柱
間
数
を
減
じ
て
い
る
。
最
上

層
に
つ
い
て
は
方
四
間
と
す
る
と
桁
行
中
央
に
柱
が
立
つ
た
め
に
心
柱
と
干
渉
し
正
背
面

で
組
物
が
繋
が
れ
な
く
な
る
た
め
、
構
造
的
に
不
利
に
な
る
と
し
、
方
三
間
と
し
て
い
る
。

柱
間
偶
数
間
の
場
合
に
中
央
柱
上
の
正
背
面
組
物
が
直
接
繋
が
れ
な
く
な
る
の
は
奈
良
時

代
以
前
の
方
三
間
塔
の
上
重
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
方
二
間

の
場
合
で
あ
る
。
方
四
間
の
場
合
は
少
し
事
情
が
異
な
り
、
中
央
か
ら
二
本
目
の
柱
筋
で

正
背
面
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
一
定
の
構
造
安
定
性
が
確
保
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
天
平
塔
復
元
原
案
に
お
い
て
六
重
お
よ
び
七
重
平
面
を
方
三
間
と
す
る
根
拠
と

し
て
は
幾
分
弱
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
個
別
疑
問
点　

　

別
章
に
お
い
て
、
軒
の
出
が
二
一
尺
と
格
段
に
大
き
い
東
大
寺
大
仏
殿
の
裳
階
の
組
物

に
つ
い
て
考
察
し
、尾
垂
木
付
き
三
手
先
と
し
て
復
元
案
を
提
出
し
て
い
る
。こ
の
復
元
案

の
形
式
に
は
異
論
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
難
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
正

面
中
央
七
間
分
の
屋
根
切
り
上
げ
部
に
関
わ
る
組
物
の
納
ま
り
で
あ
る
。
屋
根
の
切
り
上

げ
高
が
高
い
と
、
切
り
上
げ
部
の
柱
に
お
い
て
、
下
の
段
の
組
物
を
す
べ
て
挿
肘
木
状
に

柱
に
挿
し
込
む
必
要
が
生
じ
る
。
挿
肘
木
の
形
式
自
体
は
法
隆
寺
金
堂
裳
階
お
よ
び
平
等

院
鳳
凰
堂
隅
楼
腰
組
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
古
代
に
も
存
在
す
る
が
、
大
仏
殿
裳
階
の

場
合
は
尾
垂
木
付
三
手
先
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
手
先
肘
木
の
み
な
ら
ず
尾
垂
木
も
側
柱

に
挿
し
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
特
に
尾
垂
木
が
軒
荷
重
を
受
け
き

れ
ず
、
組
物
と
し
て
成
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
解
決
方
法
を
見
つ
け
な

け
れ
ば
、
類
例
を
参
照
し
た
組
物
形
式
を
提
案
し
た
と
し
て
も
絵
に
描
い
た
餅
に
終
わ
っ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
つ
て
書
評
子
が
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
参

照
さ
れ
た
い
（
一
〇
）。

五
　
鎌
倉
塔
の
復
元
二
案
に
つ
い
て

　

併
せ
て
鎌
倉
塔
の
復
元
二
案
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
鎌
倉
塔
は
ま
ず
東
大

寺
大
勧
進
の
重
源
が
六
角
七
重
塔
と
し
て
構
想
し
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
の
重
源
入

滅
後
に
大
勧
進
を
引
き
継
い
だ
栄
西
に
よ
っ
て
工
事
が
着
手
さ
れ
た
。
建
保
三
年
（
一
二

一
五
）
の
栄
西
入
滅
後
は
行
勇
が
大
勧
進
を
継
ぎ
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
に
相
輪
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
竣
工
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

塔
の
計
画
を
重
源
が
行
っ
た
も
の
、
栄
西
が
行
っ
た
も
の
の
二
種
を
想
定
し
、
復
元
案

と
し
て
重
源
案
と
栄
西
案
の
二
案
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
初
重
平
面
は
発
掘
調
査
よ
り
方

三
間
と
確
定
さ
れ
た
。
柱
間
総
間
は
天
平
塔
よ
り
や
や
大
き
い
五
六
尺
、
中
央
間
は
二
〇



―166―

尺
と
極
め
て
大
規
模
で
あ
っ
た
。

　

構
造
形
式
は
、
重
源
案
は
東
大
寺
南
大
門
の
形
式
に
、
栄
西
案
は
東
大
寺
鐘
楼
の
形
式

に
そ
れ
ぞ
れ
倣
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
各
層
を
垂
木
ま
で
積
み
上
げ
た
上
に

上
重
の
柱
盤
を
廻
し
柱
を
載
せ
る
積
み
上
げ
式
の
構
造
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
東
大
寺
南

大
門
、
鐘
楼
と
も
に
、
貫
を
多
用
し
て
軸
部
を
強
化
す
る
形
式
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ

の
形
式
を
用
い
れ
ば
軸
部
の
水
平
方
向
の
緊
結
に
つ
い
て
は
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
積
み
上
げ
式
の
構
造
を
取
る
以
上
、
垂
直
方
向
の
安
定
性
に
は
不
安
が
残
る
。
こ
れ
は

層
塔
の
構
造
と
し
て
は
本
質
的
に
は
古
代
の
塔
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

特
に
重
源
案
で
は
複
数
の
貫
を
用
い
て
軸
部
を
繋
ぎ
、
貫
が
側
柱
か
ら
外
に
突
き
出
し

て
挿
肘
木
と
な
る
南
大
門
と
同
様
の
構
造
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
の
組

立
を
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
に
施
工
し
た
の
か
大
い
に
疑
問
に
感
じ
る
形
式
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
南
大
門
は
桁
行
と
梁
行
の
貫
が
同
高
で
組
み
合
わ
さ
れ
る
特
殊
な
形
式
を
有

し
て
お
り
、
そ
の
組
立
に
は
正
確
な
部
材
と
仕
口
の
加
工
、
柱
同
士
の
不
陸
調
整
、
そ
し

て
複
雑
な
組
立
工
程
が
不
可
欠
で
あ
る
（
一
一
）。

し
か
し
こ
れ
を
積
上
げ
式
の
層
塔
で
用
い
る
な

ら
ば
、
上
層
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
軸
部
の
不
陸
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
、
貫
穴
の
不
陸
の
修
正
が
難
し
く
、
そ
も
そ
も
貫
・
挿
肘
木
の
挿
入
が
極
め
て
困
難
で

あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
挿
し
肘
木
は
長
大
な
部
材
を
外
部
側
か
ら
挿
し
込
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
高
層
塔
で
ど
の
よ
う
に
部
材
を
挿
し
込
ん
だ
の
だ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
構
造
形
式
の
塔
を
施
工
す
る
こ
と

は
現
実
的
で
は
な
か
ろ
う
。

　

一
方
、
栄
西
案
は
そ
も
そ
も
形
式
の
参
照
源
で
あ
る
東
大
寺
鐘
楼
の
組
物
が
挿
肘
木
で

は
な
く
積
み
上
げ
式
で
あ
る
た
め
重
源
案
同
様
の
施
工
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
案
は
軒
反
り
を
強
く
付
け
て
い
る
た
め
に
隅
棟
の
先
端
に

ほ
ぼ
勾
配
が
な
く
な
り
、
雨
仕
舞
い
上
に
大
き
な
問
題
を
残
し
て
い
る
。

大
仏
様
系
の
建
築
は
、
古
代
建
築
と
は
構
造
形
式
が
本
質
的
に
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
構

造
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
復
元
に
対
し
て
、
古
代
建
築
と
同
様
に
同

時
代
建
築
か
ら
意
匠
と
架
構
形
式
を
借
用
し
た
上
で
部
材
寸
法
を
比
例
に
よ
っ
て
決
定
し

て
い
く
と
い
う
復
元
方
法
は
お
そ
ら
く
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
大
仏
様
建
築
の
構
造
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
分
析
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
外
観
の
引
用
に
留
ま
っ
て
し

ま
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
誰
も
試
み
て
こ
な
か
っ
た
鎌
倉
塔
に
つ
い
て
復
元
案
が
提
示
さ

れ
た
こ
と
で
、
大
仏
様
建
築
の
技
術
的
特
質
の
一
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
現
存
す
る
大
仏
様
建
築
は
、
積
み
重
ね
構
造
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
な
く
、
二
重
門

の
南
大
門
で
も
柱
は
通
し
柱
に
な
っ
て
い
る
。
複
数
段
の
貫
を
縦
横
に
同
高
で
通
し
て
い

く
と
い
う
大
仏
様
の
構
造
形
式
で
は
柱
間
の
貫
穴
の
水
平
の
確
保
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
柱
は
通
し
柱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
理
解
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
仏
様
で
層
塔
を
考
え
る
に
は
、
積
み
重
ね
式
の
構
造
で
は
な
く
、

例
え
ば
軸
部
を
下
重
か
ら
上
重
ま
で
一
体
と
し
て
組
み
上
げ
て
各
重
の
屋
根
を
後
で
取
り

付
け
て
い
く
櫓
式
の
構
造
の
よ
う
な
形
式
を
考
え
る
方
が
そ
の
構
造
特
性
に
合
致
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

六
　
お
わ
り
に

　

本
報
告
書
は
、
研
究
を
行
う
上
で
の
網
羅
性
、
学
会
で
の
発
表
を
行
い
つ
つ
進
め
ら
れ

た
客
観
性
な
ど
、
学
術
的
に
信
頼
の
置
け
る
手
続
き
で
実
施
さ
れ
た
行
き
届
い
た
研
究
の

成
果
報
告
書
と
し
て
評
価
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
細
部
を
見
る
と
、
危
う
い
選
択
を
積
み

重
ね
て
成
り
立
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
各
部
に
説
得
性
を
欠
く
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

複
数
提
示
さ
れ
て
い
る
復
元
案
の
う
ち
、
全
高
二
三
丈
の
案
を
「
復
元
原
案
」
と
し
て

い
る
が
、
論
理
展
開
の
過
程
を
見
る
限
り
、
こ
の
案
を
唯
一
絶
対
の
案
と
見
る
の
に
は
危
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う
さ
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
東
大
寺
東
塔
の
真
の
姿
の
追
求
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
検
討

の
余
地
を
残
し
て
い
よ
う
。
と
は
い
え
報
告
書
で
は
天
平
塔
の
高
さ
三
二
丈
案
や
鎌
倉
塔

の
復
元
案
二
案
を
も
提
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
復
元
研
究
へ
の
姿
勢
と

し
て
信
頼
に
足
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

復
元
研
究
の
持
つ
学
術
的
意
義
は
、
い
か
に
当
該
建
物
の
真
の
姿
に
迫
る
こ
と
が
で
き

る
か
、
と
い
う
点
に
留
ま
ら
な
い
。
本
報
告
書
の
新
規
性
に
つ
い
て
は
先
に
列
挙
し
た
通

り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
書
評
子
は
、
本
報
告
書
が
提
出
し
た
復
元
原
案
に
つ
い
て

検
証
す
る
過
程
に
お
い
て
、
本
報
告
書
が
い
か
に
古
代
建
築
研
究
に
新
た
な
視
野
を
開
い

た
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
開
き
う
る
の
か
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
建
築
の

復
元
考
察
に
よ
り
文
献
研
究
の
成
果
に
疑
問
を
投
げ
か
け
う
る
可
能
性
が
見
え
た
こ
と
、

塔
の
構
造
形
式
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
り
遺
構
研
究
に
新
た
な
視
点
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
、
塔
の
研
究
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
る
た
め
の
起
点
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、

模
型
や
絵
画
に
対
す
る
資
料
批
判
の
重
要
性
、
と
い
っ
た
諸
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
、

本
報
告
書
が
建
築
史
研
究
に
与
え
る
刺
激
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
研
究
領
域
の
拡
張
こ
そ
が
復
元
研
究
が
建
築
史
研
究
と
し
て
持
ち
う
る
意
義
の
最
大

の
も
の
で
あ
り
、
本
報
告
書
は
こ
の
点
に
お
い
て
大
き
な
学
術
的
意
義
を
有
す
る
研
究
た

り
え
て
い
る
。

註
（
一
） 

天
沼
俊
一
「
創
立
当
時
に
於
け
る
東
大
寺
南
大
門
、東
西
両
塔
院
及
び
其
沿
革
。
附

講
堂
、
僧
房
、
食
堂
。」（『
建
築
雑
誌
』
二
四
（
二
八
三
）、
一
九
一
〇
）、
同
「
東
大

寺
東
塔
院
及
西
塔
院
址
」（『
奈
良
県
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
書
』
五
、
一
〇
一
八
）。

（
二
） 

箱
崎
和
久
「
東
大
寺
七
重
塔
考
」『
東
大
寺
創
建
前
後　

ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集　

二
』
東
大
寺
、
二
〇
〇
四
。

（
三
） 

足
立
康
「
東
大
寺
七
重
塔
の
高
さ
に
就
い
て
」『
考
古
学
雑
誌
』
二
三
-
一
、
一
九

三
三
年
一
一
月
（
足
立
康
『
塔
婆
建
築
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、一
九
八
七

に
再
録
）。

（
四
） 

福
山
敏
男
「
大
仏
殿
碑
文
に
就
い
て
」『
考
古
学
雑
誌
』
二
二
（
一
二
）、一
九
三
二

年
一
二
月
。

（
五
） 

福
山
敏
男
「
東
大
寺
大
仏
殿
の
第
一
期
形
態
」『
仏
教
芸
術
』
一
五
号
、
一
九
五
二

年
四
月
（
福
山
敏
男
『
寺
院
建
築
の
研
究　

中
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、一
九
八
二

に
再
録
）。

（
六
） 

大
西
修
也
「
東
大
寺
七
重
塔
露
盤
考
」『
美
術
史
』
二
六
（
一
）、
一
九
七
六
。

（
七
） 

濱
島
正
士
『
日
本
仏
塔
集
成
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、二
〇
〇
一
。
同
書
第
一
章
第

二
節
、
第
三
章
第
一
節
に
古
代
の
五
重
塔
、
三
重
塔
の
高
さ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

本
報
告
書
が
述
べ
る
相
輪
髙
が
全
高
の
三
分
の
一
を
占
め
る
と
す
る
点
、そ
し
て
そ

れ
が
塔
の
層
数
に
か
か
わ
ら
ず
見
ら
れ
る
と
す
る
点
の
双
方
と
も
に
同
書
お
け
る

言
及
が
見
当
た
ら
な
い
。

（
八
） 

狭
川
真
一
「
元
興
寺
五
重
小
塔
相
輪
考
」『
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
二
〇

一
八
』
二
〇
一
九
。

（
九
） 

箱
崎
和
久
「
慶
州
南
山
塔
谷
磨
崖
塔
に
つ
い
て
の
建
築
的
研
究
」『
日
韓
文
化
財
論

集
Ⅰ
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
。

（
一
〇
） 

清
水
重
敦
「
描
か
れ
た
古
代
の
寺
院
・
宮
殿
建
築
―
門
の
建
築
と
東
大
寺
大
仏
殿
」

『
描
か
れ
た
都
市
と
建
築
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
七

（
一
一
） 

東
大
寺
南
大
門
の
複
雑
な
組
立
工
程
に
つ
い
て
は
林
琳
、清
水
重
敦
「
貫
穴
楔
代
か

ら
見
た
東
大
寺
南
大
門
の
部
材
構
成
と
軸
部
組
立
工
程
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学

会
計
画
系
論
文
集
』
七
八
〇
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
に
て
論
じ
て
い
る
。

 

（
し
み
ず　

し
げ
あ
つ　

京
都
工
芸
繊
維
大
学
）


