
西
寺
跡
第
３
次
発
掘
調
査
概
要

一

昭
和
3
5
年夏
、西
寺児
童公
園
内
に
防火
用
貯
水槽
を
か
ね
た
プ
ー・ル
が設
け

ら
れたこ
と
か
ら、西
寺
東
僧
房跡
を
調
査
し（
第１
次
）
、つ
卜で
昭
和
3
7
年

２・
３
月
仁
かけて
そ
の公
園
の
北
側
畑
地
に
礎石
等の
遺
存し
て
い
る状
態
を

調
べて
、
食
堂
と
その
南
門
、
卜わ
ゆ
る
食
堂
院の
規
模
を
知
るこ
と
が出
来
た

註１

（
第２
次
）。

従
来
、西
寺児
童公
園
内
の
墳
丘
が
、
金
堂跡
もし
くは
講
堂
跡
と呼
ば
れ、

そ
の
附
近
よ
り
古
瓦
が出
土
す
ると
い
う事以
外
、
何
も
知
ら
れて
い
な
かっ
た

西
寺
につ
いて
、
に
わ
かに
そ
の
遺
跡
の
存
在
を
知
る
よ
う
に
なっ
た
。し
た
が

っ
て
調
査
し
た
遺跡
をそ
れ
ぞれ
東
僧
房
或
ぱ食
堂
院
と
想
定し
たこ
と
を
たし

か
な
もの
と
す
る
た
め、
そ
の
想
定
を基
仁して
他
の
建
物
の
遺
跡の
存
在
を
確

認
す
る
必要
があ
る
と
感
じ
たの
で
、西
寺児
童
公
園
の西
側
に
あ
る畑
地
の
所

で
、西
僧房
跡
を発
掘調
査
す
る計画
を
たて
、
昭
和
3
7
年
度
文
部省
科
学研
究

費
交付
金（
各
個研
究
）
を
、「
平
安
時代
初期
仏
寺
建
築
の研
究
」
と
い
う課

題
で
杉山
技
官の
名
を以
て
請求
し
、
卜れ
ら
れ
た
。

そ
の
計画
を
実
施
に
うっ
そ
う
とし
た９
月
は
じ
め
、
た
ま
た
ま京
都市
か西

寺
児
童公
園
を含
む
あ
たり一
帯
に下
水
管
埋
設工
事
を
施行
し
て
、
公
園
の
南

側
、
唐
橋小
学校
との
間
の
道
路
气
凝灰
岩の
層
を
た
ら切っ
て
い
る状
況
が
。

西
寺跡
第３
次発
掘調査概要

建歴

造
　物
．研

史
　研

究
室

究

室

京
都
府
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
に
知
ら
さ
れ
、
同
課
か
ら
そ
の
旨
を
杉
山
技
官
へ

連
絡
し
て
き
た
。同
技
官
がそ
れ
を
調
査
す
る
と
、
そ
の
凝
灰
岩
は
金
堂
に
と
り

っ
く
西
軒
廊
の
北
側
地
伏
石
と
推
定
出
来
、
ま
た
、
つ
づ
い
て
金
堂
基
壇
東
側
地

伏
石
に
添
う
凝
灰
岩
を
も
発
見
し
た
。
さ
ら
に
や
乂
お
く
れ
て
、
‥１１
月
は
じ
め
に
、

唐
橋
小
学
校
南
側
道
路で
、
礎
石
を
抜
き
取
っ
た
痕
跡（
根
石
）
を
認
め
た
。

ゆ
え
に
、
さ
き
の
計
画
を
止
めて
、
公
園
と
学
校
と
の
間
で
わ
かっ
たこ
と
を

完
結
さ
せ
、
児
童公
園
に
は
い
っ
て
、
金
堂
の
東
北・
西
北
隅
を
求
め
るこ
と
、

さ
ら
に
学
校
内
で
金
堂
の
南
辺
と
、
回
廊
の
位
置
、
東
僧
房
南
端
の
位
置
、
南
大

門
の
大
き
さ
を
限
定
す
る
調
査
、
ま
た公
園
の
西
側
で
西
僧
房
の
位
置
を
さ
ぐ
る

こ
と
に
計
画
を
た
て
か
え
、
そ
れ
を
京
都
府
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
と
協
同
の
形

で
Ｈ
月
末
に
なっ
て
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
調
査
は
次
の
よ
う
な
段
階
で
す
＆
め

そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
を
得
た
。

二

１
　公
園
南
側（
唐
橋
小
学
校
北
側
）
道
路
の
遺
構

下
水
管
埋
設
工
事
で
わ
かっ
た
凝
灰
岩
を
、
ま
ず
追
求
す
る
こ
と
に
し
、
西
の

金
堂
軒
廊
の
北
側
地
伏
石
に
対
応
す
る
東
軒
廊
の
北
側
地
伏
石
と
、
そ
れ
が
金
堂

にっ
な
が
る
入
隅
の
部
分
を
掘
り
出
し
た
。
軒
廊
の
も
の
は
東
も西
も
こ
わ
さ
れ

方
が
甚
し
く
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
て
、
東
軒
廊
が
金
堂へ
と
と
り
っ
く
所
は
よ
く
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¬ 四

１　，　¶　」｜　Ｅ　。 １　・ 」

図第１図･西寺伽藍配置

。
もつ
と
も
そ
の
部
材
ぱ、正
確
に
卜
う
なら
、
基
壇
地
伏石
の下

２
　南
大
門
位
置
の
確
認

土
管
埋
設
工
事
の
時
に
、
南
大
門
の
痕
跡
と
見
た
も
の
は
、
很石
が
わ
ず
かｌ

ｉ・２
個
程
度
、
或
る
間
隔
を
もっ
て
断
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
に
止
ま
る
。
そ
れ

を
掘
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
径
4
0
－・
6
0
四
の
割
り
石
が２
１
５
個
を一
群
と
し
て
６

ｙ
所
東
西一
列
に
道
の
北
寄
り
で
あ
ら
わ
れ
た
。
乖ご一
万
、ｙ
｝れ
が
門
と
し
て
南

・
中・
北
と３
列
あ
る
う
ち
、
い
ず
れ
に
あ
た
る
も
の
か
を
き
め
る
必
要
上
、
ま

ず
、
道
路
の
南
縁
を
掘っ
だ
。
ガス
管
と
水
道
管
と
て
既
に
’厂わさ

飢て
い
た
が

埋戻
し
土
に
まじっ
て
同
質の
石
を
認
め
たの
で
、
そ
の
あ
た
り
に
も柱列
の
あ

っ
た
｝一と
を知っ
た
。そ
れで
も
ま
だ
決
め
ら
牡
た
いの
で
、
さき
賍見
たもの

２

を中
の列
と見
て
道
路内
の
西
部分
で
門
の
基
壇
に
とりっ
く
築地
塀
の
入
隅
個

所
を見つ
け
るこ
と
に
努
めた
。
し
かし
、
’」れ

ぱわ
ず
か
に瓦
片
の
有
無
言区

別
がっ
く
程
度
に
止っ
だ
ので
、
学
校内
に
は
い
り
、コ
ン
クリ
ー
ト塀
の
削
を

掘
り、
そ
の
土
か基
壇内
の
も
ので
あ
るこ
と
を
知
り
、つ
いで
、
そ
れよ
り
北

で
、
東
端
の
ものＩ
ケ所
だけ（
他
ぱそ
の
上
に
学佼
の
施
設
か
お
り
調
査不
能
）

を
掘
り
あて
、
そ
れ
を含
む列
が、
北
の
列で
あ
る
と
捏
定し
た
。こ
の
結果
、

門
の
形
式
は五
間三
戸で
、
おそ
ら
くは
重
層で
あっ
たの
で
あろ
う
。

３
　東
回
廊

東
回
廊の
倥置
にっ
卜て
は
、そ
の
東
縁
が東
僧
房
の
西
縁
と一
致
す
るもの
、

そ
の
巾
は
1
0
m

と予
想し
、
学
校内
の
北
佼舎
と南
佼舎
と
の
間
、
東の
繋
廊下

附
近
を通
る
らし
い
あ
た
り
東西２
ケ
所
に
トレ
ン
チ
を
いれ
た。
そ
の西
の
ト

レ
ン
チ
に、
凝
灰
岩
が南
北
に
わ
た
るの
が見
ら
れ
、そ
れよ
り東
に瓦
片
、西

に
礫
が見
ら
れ
るので
、
西
の
方
が
基
壇の
内
Ｔ
ある
と
知っ
た
。そ
れ
ゆ
え
、

東の
トレ
ン
チ
は上
土
を剥
ぐ
程
度
に
止
め
、
’一の

凝灰
岩
よ
り
約
1
0
m

離
訌
だ

所で
、西
縁
を
さ
ぐ
る
トレ
ン
チ
を
作っ
た。

’ゐ
ト
レ
ンチ
で
よ
、
凝
灰
岩
は

抜
かれて
存
在
して
い
な
かっ
た
が、
そ
の
痕
跡
を
認
め
た
。し
かし
今
次
の
調

査で
は
、
そ
れ以
上
、
往の
位置
を
とし
か
め
るな
どの
子
こ十弌
諸種
の
都（
口

か
ら出
来
な
かっ
た
。

亅
　西
回
廊

っ
ぎに
、
第２
次
調
告で
崕
だ愬
定
伽
藍
中
心
線
に
対して
、瓏
回
廊の
位
置

を折
返
し
、西
回
廊
濕
縁
が、
学佼
の
西
便所
と
礼
筋
僕
舎
との
間
に
あ
ると
捏
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定、
そ
れ
を
求
め
るト
レ
ン
チ
をい
れ
た
。ま
ず、
便
所の
東
側
、
鉄筋
校
舎の

南
側で
東西
に
長
く
掘
り
、そ
の
東
方で
は
がっ
て
の
耕土
の下
に
、瓦
を
含
む

か
な
り
厚
卜層
が
あっ
だけ
れ
ど
、西
方で
はそ
の
瓦
層
が
うす
く
、
その下
に

凝
灰
岩
の
片
々
が南北
にっ
なかつ
て
存
在
す
るの
を見
つ
け
た
。こ
れ
によ
れ

ば西
方
は从
壇
と見
る
べきで
あ
る
が、
そ
れ
は
す
ぐ
に切
れて
黒
ず
ん
だ磯
層

に
か
わ
り
、
溝
渠
と
思
わ
れ
る
様
相
で
あっ
た
の
で
、
こ
の
ト
レ
ン
チ
の
」ぺで
は

あ
き
ら
か
にヘナ
り
な・ふっ
’卜
し
た
がっ
て
、
そ
れ
よ
り
北
、
鉄
筋
皎
舎
の
ぶ
側

で
さ
がし
、こ
わ
れて
い≒
が、
人
隅
と捏
定
出
末
る
ば子
を
認
め
た
か
ら、
そ

こ
に西
回
廊東
縁
をお
卜た
。

西寺南大門根石（巾の列）第２図

西万
町
瀉３
次発
利
調
査
概要

５
　東
回
廊の
南
端
と
南
回

廊の
位
置

東
西
回
廊の
位
置
が右の
寐

にし
て
判
明
す
ると
、
こ
れ
に

つ
な
が
る南
回
廊や
中
門
が、

どの
あ
たり二
あ
る
もの
かを

知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
厂
お

お
ま
か
な

’】と
で
い
え
ば
、
学

校
グラ
ウ
ン
ド
の
南
部
に
あ
る

こ
と
ぱわ
か
る
が
、
そ
の
グラ

ウ
ン
ド
の
発
掘
よ
不
能
で
あ
る

た
め
、
次
の
よ
う
な
操
作
を
試

第31司　西尓南大門胆石

み
た
。
す々
わ
ち、
瓏
回
廊東
縁
が学
陀
講
堂の
北
側で
、
南回
廊南
縁
が同
じ

く
講
堂の
西
側で
、
そ
れ
ぞれ
どの
あ
た
り
に
あ
る
もの
弌
硝石
に
洽
うて
表

土
を
ぽがし
たので
あ
る
。
前
者
は
学
校本
館
の
西
に
あ
る排
水
声
が西へ
屈
曲

す
る地
点で
、
東
を
外
側
と
す
る地
伏石
の
残仁
して
い
る
の
が見
ら
れ
、
後
者

は
学佼
講
堂
本
家
北の
柱通
り
を西
方
に延
長
し
た地
点で
、同
縋
地
伏石
の
ち

るｙ一
と
を見
つ
け
た
。
い
ず
れ七
篏石
の
残
り
かと思
われ
る
もの
も
あっ
た・

こ
の２
個
所
の石
印り、朿
回
廊の
東
南
隅
ぱ学
佼
講
堂
の
ド
にに
置
す
る
‘一と

が
わ
かっ
たの
で
あ
る
。

’‘の
隅
を伽
藍の
南北
巾
心線
に
対
して
ヤ
りかえ
せ

ば、西
回
廊
の西
南隅
が得
ら
れ
るし
、
そ
の
中
火
に
に中
門
の
あフ
こ
卜
と廴

わ
か
る
。

６
　金
堂
基
壇
白
剛縁
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西寺東回廊東縁（北のもの）第４図

唐
橋
小
学
校
で
、

た
し
か
め
る
遺
跡
を

含
む
と
思
わ
れ
、
調

査
可
能
な
い
ま一
つ

の
地
点
は
鉄
筋
佼
舎

と
北
校
舎
と
の
間
で

あ
る
。
そｙ一
で
は
金

堂
基
壇
南
縁
が予
想

出
来
る
の
で
あ
る
。

がっ
て
の
耕
土
を
掘

り
出
し
た下
に
、
南

に
は
儿
片
の
ま匸
る

土
、
北
に
は
そ
れ
が

殆
ん
ど
个
しりれ
な
卜

毆
に
巾
約
3
0
四
の
間

に
凝灰
岩
の
片
々
がの
こつ
て
卜
るの
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
延石
を
撒
去し
た

痕跡
で
あ
る
。

７ｒ
　金
堂の
東
北
隅

既
述
の
よ
う
に東
軒
廊基
壇の
北
縁
と金
堂基
壇の
東
縁
と
が交
会
す
る
大
隅

に
出て
卜るの
で
、
後
各
を北へ
、
児
童
公
園
内
に
追
うて
卜け
ば、
金
堂の
東

北
隅
が発
見
さ
れ
る
わけ
て
あ
る
。そ
の公
園
内
の
表
土
白
沙の下
は
す
ぐ
に
耕

土
につ
が
な
り、
遺跡
を含
か
層
と
か
お
る
。そ
の
遺
蹟
は地
表
よ
り
わ
ず
かに

4
5
－
5
0四七
Åつ
かり
極
めて
浅
卜。
ま
た公
園
内
の
周
辺
に
滔
うて
戦時
中
に

防
窯
濛、か
作
ら
れ
た
た
め
残っ
て
レ
た
凝灰
岩の
延石
も欠
き
と
ら
れて
い
た
。

そ
の
北
は
卜っ
の
頃
か古
卜時
に
除
去
さ
れて
い
て
隅
と見
た所
は
わ
ず
かに
凝
２

灰
岩の
粉末
を
含む
土
と含
ま
な
い
土
との
差
が
あ
る
た
め判
定で
き
る程
度の

もの
で
あっ
た
。
ただ
し
、
基
壇の
外
に
は
凝灰
岩の
薄
い
層
の
ひ
ろ
がり
があ

り
、
その工
面
に
は焼
瓦
が
あ
るので
、
建
物の
焼
亡
皎
、
顫石
や
敷石
小
堆積

し
て
卜る
状況
匚
あ
る
もの
と
考
え
た
。

８
　金
堂の
西
北
隅

西
軒
廊
基
壇北
縁の
出
土
状
況
はわ
る
く、明
瞭
了
なかっ
と
た
め
、想
足の

伽
藍中
心
線
に対
して
、
金
堂基
壇
東縁
を折
返
し
た
所
に
トレ
ン
チ
を設
け『
≒

卜
れに
よっ
て
、公
園
の
南
方
部で
はこ
わ
れて
い
た
が、北へ
寄
る
と延
石
の

のｙ
』つ
て
卜るの
がみっ
かり
、
その
北
端で
は
直
角に臾へ
折
れ
曲
るこ
と
を

意
味
す
る切
欠き
が
あり
、西
北の
隅
で
あ
るｙ
』と
を示
して
卜だ
。ｙ
」の
延石

の
東
側
に
洽
うて
凝
灰
岩
の
片
气
があ
り
、
地
伏石
の
残
骸で
あ
るこ
と、
さ
ら

に
そ
の
東
に
は
基
壇
上
が
残

り
、
篏
石
の・
残
欠
も
残
っ
て

い
る
の
で
、
基
壇
の
構
造
を

想
像
す
るｙ一
と
も
出
来
る
。

９
　西
僧
房
の
位
置

東
僧
房
の
関
係
を
想
定
の

飭
藍
中
心
徐
に
対
し
て
折
り

返
す
と
西
僧
房
の
位
耳
が求

め
ら
れ
る
。
そ
の
所
よ
公
園

西
側
の
道
路
を
含
ん
二
西
方

第５図　西寺東回廊東縁（圉のも∩）
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に
ひ
ろ
が
る
。
内
側
柱
列（
東
よ
り１
列
）
は
そ
の
道
路
上
に
あ
る
の
で
、
そ
れ

を
さ
ぐっ
だ
。
道
路
の
表
土
は
も
と
の
将土
で
あっ
て
、
す
ぐ下
ぱ砂
利
層
で
あ

っ
た
。
’ゐ

砂
利
層
の
間
で
、
柱
列
痕
跡
を
求
めて
い
る
時
に
礎
石
下
の
根
石
め

い
た
礫
の
か
た
ま・り
が
、
i
H
　
"
Ａ
柬
僧
房
の
哇
間
々
隔
こ
渟
し
卜距
離
で
あ
ら
わ
れ

た
か
ら
、
そ
れ
に
注
意
し
、
実
測
し
た
。
後
に
、
こ
れ
は
正
確
に
西
㈲
崕
の
七
の

と
き
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
操
作
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
かっ
た
理
心
ぱ
、一一

五
よ
り
西
方
の
畑
は
深
耕
さ
利
、
遺
跡
が々
く
た
っ
て
卜
る
子
とを
所
有
者
ヤ
う

聞
か
さ
叙
た
か
ら
で
あ
る
。

1
0
　
東
㈲
房
の
南
端

東
僧
吊
が
学
険
給
食
室
の
西
倒
まで
延
びて
卜
る
’一と

よ
、
学
校
北
側
道
路下

水
管
理
設工
乍
で
从
埴
を
た
ら
罔
っ
て
卜
る
ら
し
い
よ
う
す
で
判
明
し
て
卜
だ
。西寺金堂基壇西縁（北より）弟６図

順
子
佶
略３
次
足
搦・詢
た
概
嘆

ゆ
え
に
、
そ
の
南
端
を
求
め
る
作
業
を
行
っ
た
。
もっ
と
も
僧
房
の
基
壇
の
端
は

第
１
次
の
調
査
に
お
い
て
は
戦
時
中
の
防
空
濠
等
に
よ
り
こ
わ
さ
れ
て
い
た
し
、

下
水
管
埋
設
工
事で
も
明
確
で
な
かっ
た
。
東
西
の
ト
レ
ン
チ
で
は
西
方
に
基
壇

土
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
見
て
、
東へ
うっ
っ
だ
が
、
も
と
学
院
境
界
が
め
つ
こ

所
で
、
布コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
邪
魔
さ
れ
て
調
査
ぱ困
難
を
甌
め
た
。
結
局
求
め

た
地
点
は
東
へ
わ
た
る
繋
廊下
の
あ
る
所
で
、
川
石
を
縁
に
使
い
、
礫
を
床
に
敷

い
た
溝（
巾
4
0
四
、
深
さ
1
3
四
）
の
八
隅
部
分
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
溝
の
縁
石

と
基
壇
面
と
の
高
さ
の
差
ば
2
5
J

で
あ
る
が
、
特
殊
な
仕
事
は
認
め
ら
れ
な
かっ

た
。
こ
ｉ
に
見
つ
け
た
溝
か
、
東
僧
房
の
東
南
角
を
ま
わっ
て
、
南
端
をへよ卞
も

の
と
見
て
、
狭
い
地
域
で
求
め
に
く
かっ
た
が
南
に
ト
レ
ン
チ
を
延
ぱ
し
、
縁
石

は
抜
か
れ
て
卜
た
に
せ
よ
跪石
の
残っ
て
い
る
の
をｙ
ぺっ
汁
た
。
’一
打
に
よ
り
、

そ
の
南
端
は
金
堂
の
南
縁
よ
り
さ
ら
に
南
に
あっ
た
こ
と
が
わ
かっ
た
の
で
あ
る
。

三

な
お
、
今
次
の
調
査
で
は
出
土
遺
物
少
く
、
瓦
当
を
若
十
拾
い
上
げ
た
程
度
二

止っ
だ
。
そ
れ
で
も
既
往二
回
の
調
査
で
よ
知
ら
れ
な
かっ
た
種
類
も
茫
茫
さ
れ

た
。
な
お
、
今
回
ぱ
金
堂
周
辺
に
及
ん
だ
が
禄
禎
の
兀
は
まっ
た
く
」べた
かっ
た
。

し
た
がっ
て
、
金
堂
ばそ
の
瓦
で
葺
いて
い
な
かっ
た
と
卜
え
る
。

以
上
の
通
り
、
西
か
跡
第３
次
調
在
は
そ
れ
ま
で
に
摎
察
し
て
卜
だ
事
項
か白

確
に
す
る
の
と
、
そ
の

’一
と
を
基
に
し
て
、
他
の
堂
廊
舎
が
、
ど
の
よ
う
七
位
置

を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
規
模
を
もっ
て
い
る
も
の
か
、
そ
の
保
存
状
況
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
た
い
と
レ
う
、
い
わ
ば
西
与
跡
の
要
点
を
お
斗
え
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あっ
て
、
結
果
、
公
園
内
の
講
堂
周
辺
の皿
物
跡
と

註２
塔
跡
を
除
い
て
は
、
ほ
气
そ
刀四目
的
を
達
す
る
’冫

示
出
来
た
。
さ石
、
細
か

27
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奈
良
国
立文
化
財
研
究所
年
報

く
は
次
の
よ
う
な
点
が
明
か
に
な
っ
た『
．

Ｉ
　僧
房
・
回
廊
が
明
瞭
に
なっ
た
。

た
乂
し
、
北
僧
房
につ
いて
は

今
次
は
さ
ぐ
り
を
卜れ
る
程
度
に

止
り
、
詳し
いこ
と
は
他日
に残

し
たし
、同
様、
東
僧房
か
ら繋

廊下
が出て
、何
にっ
な
が
るこ

と
を明
か
にし
な
かっ
た
。し
か

し
、東
寺で
は
全
く不
明
の
こ
と

を
知っ
たの
で
あ
る
か
ら、
こ
の

事
は
重要
で
あ
る
。

皿
　金
堂
基
壇の
位
置
およ
び

規
模
が
わ
かっ
た
。

位
置
は既
に述
べ
た
が、
そ
れ

に
よ
る
規
模
は
、
基
壇
地
伏石
外

面
開
か
東西
3
8
m
　

（
東
寺
は
已・

§ｍ
）
南
北
2
6
m
　

（
東
寺
は
回・

呂ｍ
）で
めっ
た
。し
かし
、柱

位
置
を
知
るこ
と
が出
来
る
根石

は
出
な
かっ
た
。こ
の
大
き
さ
か

ら
推
定
して
桁
行
７
間
で
あ
る

匸
、梁
行
も東
寺
の
よ
うに５
間
で
あつ
た
か

Ⅲ
　伽
藍の
規
模は
東
寺
に
等
し
卜。

西
寺
の
北
辺
を決
め
る資
料
は
な
い
か、
食
堂
が同
じ
位置
に
立っ
て
い
るの

で
、
多
分同
じで
あっ
たで
あ
ろ
う
。

端圉
一房僧東寺第71]可西

Ｗ
　銷
藍
南
北
中
心
線
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
、

真
北
よ
り
西
に
若
干
振
れ
て
い
る
ら
し
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

東
寺
も
そ
う
で
あ
る
‘一
と
を
測
量
す
る
な
ら
、
平

安
京
の
方
向
を
細
か
く
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ

ろ
う
。
な
お
、
’一

の
二
と
に
っ
卜
て
っ
け
加
え
る
と
、

東
寺
南
大
門
棟
の
位
置
と
西
寺
の
そ
れ
と
を
同
匸
霖

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
線
と
直
角
に
な
る
南
北
線

は
、
北
が
西
へ
わ
ず
か
匚
ふ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

平
安
京
の
南
北
線
は
真
北
を
示
し
て
い
な
卜
と
予
想

す
る
の
で
あ
る
。

（
杉
山
信
三
）

註

（
１
）
　『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
１９６２Ｊ
所
載
の
Ｉ

西
寺
跡
発
掘
調
査
概
要一
参
昭べ

（
２
）
　西
寺
の
塔
は
天
碎
兀
年（
心
蹠
）に
焼
亡
し
て
い
る
'
)

と
が『
明
月
記
』
に
甌
ら
れ
る
。
そ
の
位
置
は
、
も
し

東
寺
と
等
し
く
、
東
塔
と
す
れ
ば
唐
橋
小
学
校
正
門
あ

た
り
と
な
る
が
、
そ
の
附
近
で
は
瓦
の
出
土
は
極
め
て

少
い
、
西
塔
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
民
家
が
あ
り
、
く

わ
し
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
、
兀
は
よ
く
出

る
。
西
塔
の
可
能
性
が
強
い
。
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