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平
安
京
と
羅
城
門

全
く
あ
わ
た
だ
し
く
平
安
京
へ
の
遷
都
が
進
め
ら
れ
た
。
延

暦
十
二
年
（
西
紀
七
九三
年
）
の
正
月
十
五
日
に
、
桓
武
天
皇
の

命
を
受
け
た
藤
原
小
黒
麻
呂
達
が
新
都
の
予
定
地
を
見
分
し
て

以
来
、
翌
年
の
十
月
二
日
か
車
駕
遷一
一千新
京
一αと
「
日
本
紀
略
」

に
記
述
さ
れ
て
い
る
遷
都
の
日
ま
で
、
わ
ず
か
二
年
に
も
満
た

な
い
。
こ
の
間
、
新
都
の
諸
門
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
や
、
長
岡

京
の
建
物
を
解
体
し
材
料
と
し
て
運
ん
だ
事
実
が
、
「
紫
衆
国
わ
」

や
「
拾
芥
抄
」
に
見
ら
れ
る
。

平
城
京
か
ら
長
岡
京
に
都
が
移
さ
れ
て
か
ら
十
年
し
か
経
っ

て
い
な
い
段
階
で
、
な
ぜ
か
く
も
あ
わ
た
だ
し
く
遷
都
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
論
ず
る
余
裕
は
こ
の
稿
に

は
無
い
。
だ
が
、
新
都
造
営
の
理
由
が
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
地
は

一
千
年
を
超
す
長
い
間
ほ
と
んE
日
本
の
首
都
で
あ
り
続
け
た

。

と
こ
ろ
で
、
平
安
京
の
規
模
や
位
置
も
時
の
流
れ
の
中
、
て
変

遷
し
て
い
く
の
だ
が
、
造
営
当
時
の
状
況
は
「
九
条
家
本
延
喜
式
」

に
よ
っ
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
規

模
は
南
北
五
・
一
ニJ
、
東
西
四
・

五
J
の
矩
形
。

北
正
面
に
宮

寸

き
く
も
ん

城
を
配
し
、
そ
の
入
口
で
あ
る
米
中
世
門
よ
り
真
南
へ
朱
雀
大
路

が
走
っ
て
都
を
左
右
両
京
に
分
か
っ
て
い
る。

さ
ら
に
大
路
に

よ
り
南
北
に
十
二
、
東
西
に
各
四
の
坊
割
り
を
行
い
、
各
坊
は

小
路
に
よ
り
町
割
り
が
な
さ
れ
て
い
た。

平
城
京
と
同
様
、
麿

の
長
安
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る

。

都
の
脊
柱
を
な
す
朱
雀
大
路
は
、
幅二
十
八
女
（
約
八
十
四
灯
）

の
堂
々
た
る
広
き
で
、
明
ら
か
に
道
と
し
て
の
必
要
幅
を
超
え

て
い
た
。

都
の
広
場
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な

に
而
し
た
山
崎
花
凶
児童
公
同
付
近
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の

と
忠
わ
れ
る
。

平
安
京
造
営
と
同
時
に
娃
立
さ
れ
た
東
寺
の
諸
建
築
は
、
後

世
に
建
て
伴
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
位
置
は
平
安
創
建
時

各
門
や
そ
れ
に
繋
が
る
築
地

の
ま
ま
で
あ
る

。

こ
の
た
め
、

塀
は
、
A
I川
の
推
定
に
役
立
っ
て
い
る

。

ま
た
、
同
年
に
凶

し
て
は

、

呪
在
に
至
る
ま
で
基

一位
跡
が
残
っ
て
お
り
、

し
か

も
昭
和
三
十
丘
午
に
西
寺
児
竜
公
凶
内
に
プ
ー
ル
が
造
ら
れ
た

はと
食i が
’：；t ~ 機
縁
と
な
Jコ

て

発
出
調
査
が
進
み
、昭
和
三
十
七
年

市
大
門
、
令
常
及
、
び
川
廊
の
位
置t
脱
出
伐
が
判
明

J
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．
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こ
れ
仁
よ
り
川
「
主
点
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心
紡
カ

さ
ら

に
は
手
交

し
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。
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4

九
九
灯
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か

っ
た

の
で
あ
る
。

（
点
都
山
坦
説
文
化
財
年
次
制
限
行
主
よ
り
）

な
お
、
羅
城
門
の
束
西
中
心
線
は
、
束
寺
市
大
門
に
接
続
す

る
築
地
塀
（
九
条
大
路
の
北
端
）
よ
り
南
へ
、
「
延
喜
式
」
に
よ
る

。

九
条
大
路
広
卜

一丈
仰を
と

っ
て
ボ
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

こ
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
た
羅
城
門
の
位
置
が
、
白
川
橋
花
岡
児

童
八ム
闘
に
擁
し
た

家
の
あ
る
場
所
に
当
た
る
。

こ
の
地
点
の

家
が
あ
る
た
め
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、

発
掘
は

同
国
は
過
去

二
川
に
わ
た
り
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る。

し
か
し
、
そ
の

調
官
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
の
瓦
片
が
数
種
出
土
し
た
の
み
で
、

羅
城
門
の
遺
構
ら
し
き
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

＠
羅
城
門
の
規
模

羅
城
門
の
遺
構
が
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、そ
の
規
模
に

つ
い
て
は
既
存
の
史
料
よ
り
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い。

め
、
羅
城
門
の
規
模
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
史
料
を
拾
う
こ
と

こ
の
た

そ
し
て
こ
の
朱
雀
大
路
が
都
の
南
端
、
九
条
大
路

と
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
に
、
朱
雀
門
と
相
対
し
、
雄
壮
な
都
の
正

門
が
鋭
λ
た
っ
て
い
た
。
羅
城
門
で
あ
る
。

羅
城
門
の
左
右
に
は
、
東
・
西
両寺
が
双
翼
の
形
を
と
り
、
南

へ
は
鳥
羽
に
通
じ
る
作道
が
開
け
て
い
た
。
遠
く
西
国
か
ら
の

朝
貢
使
、
命
が
け
で
波
浪
を
越
え
て
き
た
唐
か
ら
の
使
者
達
が

最
初
に
目
に
し
た
平
安
京
は
、
白
壁
に
丹
野
り
の
門
柱
、
陽
に

輝
く
恥
粧
の
島
尻
町

（
大
棟の
両
端
に
と
り
つ
け
た
装
飾
で
、
後
世

し
ゃ
ち
ほ
こ
等
に
発
展
し
た
）
を
の
せ
た
二
重
閣
七
聞
の
羅
城
門、

さ
ら
に
左
右
に
東
・
西
両
寺
の
緑
紬
瓦
の
五
重
の
塔
と
い
っ
た
壮

大
に
し
て
華
麗
な
光
景
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
都
を
訪
れ
た
人

人
は
よ
ず
そ
の
入
口
で
、
律
令
国
家
体
制
の
揺
る
ぎ
な
さ
、
天
皇

の
威
風
に
圧
倒
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
羅
城
門
は
、
ま
さ
に
平

安
京
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。

か
ろ
p
フ
か
。

＠
羅
城
門
の
位
置

「
延喜
式
」
に
よ
ると
、
都
の
南
端
を
東
西
に
走
る
ん
条
大
路

（
幅
約
三
十
六
灯
）
の
さ
ら
に
南
に
、
羅
城
外
大
路
（
幅
約
三
十
灯
）

が
あ
っ
た
。

こ
の
両
大
路
に
挟
ま
れ
て
、
街
地
駅

｜
｜
羅
城
が

あ
り
、
都
を
内
、
外
に
分
け
て
い
る
。
羅
城
門
は
、
こ
の
羅
城

の
中
央
に
位
置し
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
は
現
在
の
京
都
市
で
は
、
い
っ
た
い
ど
の

辺
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
？

平
安
京
の
発
掘
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
現
状
で
は
、そ
の

正
確
な
地
点
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
に
し
た
が
っ
て
東
寺
や

西
寺
の
遺
構
「
延
喜
式
」
等
の
史
料
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
推
定
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
お
お
よ
そ
東
寺
の
西
方
、
現
在
の
九
条
通
り

か
ら
始
め
た

。

「
大
内
裏
抄L
（
室
町
中
期
）一
竜
閑
七
問

「
天
文
木
拾
仲
介
抄
」
（
室
町
末
期
）

二
重
閣
七
問

「
版
本
姶
仲
介
抄
」
（
桃
山
時
代
）

干

重
悶
七
間

「
大
内
裏
図
牟証
」
（
江
戸
後
期
）
二
重
閣
九
問

「
平
安
通
史
」
（
明
治
時
代
）

二
重
閣
九
間

い
ず
れ
も
羅
城
門
が
倒
壊
し
て
か
ら
の
記
述
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
内
存
が
二
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
。

間
口
を
七
聞
と
す
る

か
、
九
聞
と
す
る
か

。

一
般
的
仁
は
古
代
の
古
い
史
料
の
方
が

事
実
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
確
証
は
無
い

。

そ
こ

い

て
推
定
の
た
め
の
手
が
か
り
を
探
し
た
。

朱
雀
門
と
の
関

速
で
あ
る。
平
安
京
の
朱
雀
門
は
「
延喜
式
」
に
か二
階
七
問
戸

は
λ

た
、

な

ζ
λ

え
－

E
U

五
問
。
と
あ
り
、
「
伴
大
納言
絵
詞
」
（
平
安
末
期
）
て
は
、
間
口
七

問
、
奥
行
二
問
、
二
重
閣
で
入
母
屋
造
り
と
、
そ
の
姿
を
明
ら

か
じ
し
て
い
る

。

平
城
京
の
朱
雀
門
に
つ
い
て
は
発
掘

b

－
、

ヰ
A
F十
人

調
先
に
よ
り
間
円
五
問
、奥
行

一
昼
間
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

経
城
門
に
つ
い
て
も
は
ぼ
同
規
模
と
推
定
さ
れ
て
い
る

。

こ
れ

を
も
と
に
、

文
化
庁
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
貴
重
な
資

料
、
朱
雀
門
の
復
元
図
や
模
型等
の
収
材
を
経
て
、次
の
よ
う

に
推
定
し
た

。

鑑5 ま
みず

平
城
京
の
羅
城
門
と
朱
雀
門
が
同
規
模
で
あ
る
こ
と

平
安
京
の
羅
城
門
を
そ
の
朱
雀
門
t

同
様
、
二
重
閣

七
聞
と
し
て
、考
え
方
を
統

一
さ
せ
た
。

平
城
京
の
も
の
よ
り

間
口
を

一
一
間
広
げ
た
規
模
で
あ
る。

一説
に
二
重
悶
九
聞
と
い

う
の
は
、
創
建
当
時
は
九
聞
で
あ
っ
た
も
の
が
、度
重
な
る
再

建
て
七
聞
に
縮
小
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い

。

き
て

一
間
の
長
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
城
京
朱
雀
門
に
な

6 
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9 

ら
っ
て
十
七
尺
と
し
た
。

藤
原
京
に
お
い
て
も
発
掘
調
査
仁
よ

り
、
南
門
（
朱
雀
門
の
位置
に
当
た
る
）
や
北
門
が
十
七
尺
と
判

明
し
て
お
り

、
古
代
の
門
の
一
聞
が
不
思
議
と
十
七
尺
に
一
致

し
て
い
る
こ
と

は
興
味
深
い
。

つ
ぎ
に
高
き
で
あ
る
が
、
当
時
は
側
柱
の
高
さ
を
柱
聞
に
ほ

ぼ
等
し
く
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
下
層
柱

刈
は
柱
間
と
等
し
く
十
七
尺
（
約
五・

一H
川
）と
定
め
た
。
ま
た

上
層
柱
の
長
さ
を
、
奈
良
時
代
の
重
層
門
t

し
て
は
唯
一
の
例

で
あ
る
法
隆
寺
中
門
の
上・
下
層
の
比
例
に
な
ら
い
ム
ハ・
五
尺

（
約
二
灯
）
と
し
て
い
く
と
、
基
壇
も
含
め
た
棟
の
高
さ
は
七
十
尺

約

十
一
灯
）
を
超
え
る。

＠
羅
城
門
の
復
元
想
定
図
作
成

羅
城
門
の
復
元
関
作
成
を
試
み
る
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は

ま
ず
、
京
都
市
の
文
化
財
保
護
課
を
訪
れ
た
。
し
か
し
、

平
安

京
の
発
掘
調
査
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
現
況
で
は
、
そ

の
姿
を
探
る
こ
と
が
き
わ
め
て
難
し
く
、
復
元
図
を
作
成
す
る

こ
t

の
困
難
さ
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

。

そ
こ
で
、
前

述
の
平
城
京
朱
雀
門
の
復
元
図

、

模
型
等
を
手
が
か
り
とし

、

こ
れ
を
も
と
に
、
羅
城
門
の
建
築
様
式
は
そ
の
造
常
が
平
安
京

草
創
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
奈
良
時
代
後
期
の
延
長
とし
て
と
ら

え
、
同
時
代
の
現
存
建
築
物
の
構
造・
様
式
も
参
考
に
し
た
。

さ
ら
に
異
な
っ
た
年
代
の
い
く
つ
か
の
建
築
物
か
ら
時
代
の
流

れ
に
よ
る
様
式
の
移
り
変
わ
り
を
も
孝
察
し
た
。
し
か
し
、
前

述
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
資
料
等
か
ら
の
推
定
の
た
め
、
復
元
想

定
図
と
し
て
ま
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

な
お
、
こ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
財
保
護
審
議
会
専

柱
、
桁
、
位
、
組
物
及
び
墨
守
の
木
部
は
丹
塗
り
、

お
弓
ど
ろ
く
し

a

今

黄
土
塗
り
と
し
、
格
子
部
分
は
緑
青
塗
り
。
壁
は
土
壁
で
あ
る

は
く
ど

が
、
仕
上
げ
は
白
士
塗
り
と
す
る
。

口 i
は

側

脇
門

左
右
の
羅
城
は
、
平
城
京
朱
雀
門
の
発
掘
調
査
結
果
を
参
考

に
、
規
模
を二
段
構
え
と
し
、
左
右
に
脇
門
を
設
け
た
。
ま
た

羅
城
の
内
と
外
に
各
々
十
尺
（
約一
二川
）
幅
の
溝
を
設
け、
こ
れ

は
し
こ
う
ら

λ

に
は
擬
宝
珠
勾
欄
を
持
つ
橋
を
か
け
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
基
壇
、
極
、
妻
等
各
部
に
わ
た

り
ゃ
て
き
う
る
か
ぎ
り
の
考
察
を
行
い
、
復
元
想
定
図
の
作
成
を

試
み
た
。

こ
の
よ
う
に
羅
城
門
を
推
定
復
元
し
て
い
く
と
、
古
代
建
築

技
術
の
粋
を
集
め
た
平
安
京
の
壮
大
な
玉
門
が
、
時
空
を
越
え

て
匙
っ
て
く
る
。
束
・

阿
両
寺
を
翼
に
、
重
層
入
母
屋
造
り
、
間

口
七
問
奥
行
二
問
戸
五
問
、
三
手
先
組
物
を
持
ち
、
丹
塗
り
、
本

瓦
葺
の
屋
根
に
は
鴎
尾
を
置
い
た
羅
城
門
が
、
あ
た
か
も
鳳
風

の
よ
う
に
華
麗
な
姿
を
現
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

。
復
元

地
上
よ
り
そ
の
姿
を
消
し
て
お
よ
そ
千
年
、
平
安
京
の
シ
ン

ボ
ル
と
も
い
え
る
羅
城
門
を
わ
れ
わ
れ
は
復
元
想
定
図
に
も
と

づ
き
現
代
に
再
現
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
み
た
。こ
の
た
め
に

は
、
材
料
の
調
達
を
は
じ
め
ま
だ
い
く
つ
か
の
困
難
な
調
査
が

残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し、

そ
れ
ら
に
も
解
決
の
糸
口
が
み
っ

か
り
、
応
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

川

槍

羅
城
門
が
檎
て
造
営
さ
れ
た
こ

と
は
は
ぼ
間
違
い
な
い
。
と

門
委
員
・

福
山
敏
男
先
生
か
ら
多
大
な
ご
助言
を
い
た
だ
い
た
。

間

柱

下
層
部
分
の
柱
の
径
は
、
唐
招
提
寺
の
柱
の
プ
ロ
ポー
シ
ョ

ン
を
参
考
に
、
重
層
で
あ
る
こ
と
か
ら
や
や
太
く

一
一・
五
尺
（
七

十
五
日
ン
）
と
し

た
。
形
も
唐
招
提
寺
に
な
ら
っ
て
、
頭
部
を
少
し

す
ほ
ま
せ
た
。

∞
組
物

み

て
き
さ

組
物
は
唐
招
提
寺
の
支
輪
を
持
っ
た
二
子
先
組
物
を
参
考
と

し

た
。

組
物
の
高
さ
と
そ
の
張
り
出
し
の
プ
ロ

ポ
ー

シ
ョ
ン
は

、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
横
長
の
も
の
か
ら
や
や
縦
長
へ
と
移
っ

て
ゆ
く
が
、
今
回
は
海
龍
王
寺
五
重
小
塔
を
参
考
に一対

一？と

し
た
。

明

屋
根
・
軒
・
鴎
尾

屋
根
は
本
瓦
玉
縁
葺
と
す
る
。
また
、
東
・

西
両
寺
よ
り
創

建
当
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
緑
粕
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
羅
城
門
に
つ

い
て
も
緑
利
瓦
と
し
た。
屋
根
勾
配
は
重
層

の
法
隆
寺
中
門
を
参
考
と
し
、

全
体
の
釣
り
合
い
か
ら
下
層
で

十
分
の
四
・
七
、
上
層
で
十
分
の
四
・
七1
八
・

O
と
し
て
い

4
A
V
。軒

反
り
は
、
当
時
の
建
築
様
式
を
よく
保
存
し
て
い
る
海
龍

王
寺
五
重
小
塔
を
参
考
に
し
、

全
体
と
し
て
は
ゆ
る
や
か
な
反

り
と
し
た
。
軒
の
出
は
全
体
規
模と
の
釣
り
合
い
を
考
え
、
卜

層
で
十
七
尺
（
約五
・

一灯
）
、卜
層
で
十
六
尺
（
約
四
・
八灯
）

と
し
た
。

望室開璽頼感警察雪原空璽笠塁塁宗門＇.J.'!f_＇｝＞；中零時何：r;：＇＼＇亨？？’ごち＇：：＂＇／＇、セーい れ.－，·－ 、、 宮守 F も a圃』』

鴎
尾
は
、
創
建
当
時
の
ま
ま
と
い
わ
れ
る
唐
招
提
寺
の
も
の

を
参
考
に
し
て
い
る
。

凋
斗こ

ろ
が
、
現
在
日
本
に
檎
の
天
然
林
は
数
少
な
く
、
大
木
と
な

る
と
数
え
る
は
ど
し
か
な
い
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と

し
て
は
、
伊

勢
神
宮
の
遷
宮
に
使
わ
れ
る
旧
神
宮
備
林
が
、
木
曽山
中
に
あ

る
だ
け
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
但
し
、
旧
神
宮
備
林
で
さ
え
樹

齢
は
二
百
l

五
百
年
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
槍
材
を
い
か
に
調

達
す
る
か
が
復
元
計
画
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る。

中
で
も
柱
に
使

え
る
よ
う
な
古
木
が
、
実
際
に
国
内
で
調
達
で
き
る
か
ど
う
か

が
調
査
の
大
き
な
ヤ
マ
と
な
っ
た
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
、

マ
樹
種

マ
等
級

マ
条
件

マ
規
格

ム
国

4b
- 芯

持
無
節
材

赤
昧
四
面
プ
レ
ナl
加
工

（
下
層
柱
用
）
五・
五
日
×
七
五
0
ミ
リ
×

七
五
0
ミ
リ

a b 

（
上
層
柱
用
）二
・

五
口
×
六
0
0
ミ
リ
×

の
四
項
目
を
規
準
に

っ
た
。

六
0
0
ミ
リ

a
b

と
も
各
二
十
四
本
の
調
査
に
入

ア

木
曲
目
槍

木
曽
の
天
然
檎
の
立
木
蓄
材
積
は
、
薮
原
、
福
島
、
上
松
、
大
滝
、

野
尻
、
三
殿
、
妻
龍
、
坂
下
の
八
営
林
置
管
内
で
合
わ
せ
て
約

二
百
万
立
方
日
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
二
1

三
百
年
宅
の
立
木

で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
で
はa

、

b

の
規
格
に
適
合
し

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
に
約
千
五
百
本
あ
る
孤
樹
（
密
集
林

の
中
に
と
き
お
り
点
在
し
孤
立
し
て
い
る
樹
齢
八
百
年
以
上
の

超
大
径
木
）
の
内
、a
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
を
七
本
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
野
尻
営
林
署
の
天
皇
洞
で
三
本
、
福
島
営

林
署
の
油
木
沢
で
一
本、
大
滝
営
林
署
の
瀬
戸
川
で三
本
、
都
合

七
本
で
あ
る
。
赤
味
材
に
限
定
し
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
十
五
本

10 



程
度
は
調
達
で
さ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
ま
た
、

b

の
規
格
に
適

う
も
の
も
大
滝
営
林
署
の
管
内
で
賄
え
る
見
通
し
が
つ
い
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
銘
木
は
き
わ
め
て
稀
少
価
値
が
高
く
入

手
す
る

こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
し
か
も
、
単
価
的
に
き

わ
め
て
高
額
な
も
の
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
運
搬
、
製
材
費
等

を
合
同

a

規
格
で
六
百
万
円
／
立
方
灯
、b
規
格
で
四
百
万

円
／
立
方
灯
程
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
柱
角
材
だ
け
で
、

し
め
て
約
五
億
三
千
万
円
と
な
る

。

イ
集
成
柱

さ
ら
に
集
成
柱
の
採
用
を
検
討し
て
み
た

。

す
な
わ
ち
、
何

本
か
の
檎
を
寄
木

、

接
着
す
る
方
法
拘で
あ
る
。

し
か
し
こ

の
場

合
、
現
在
あ
る
接
着
材
で
建
物
を
支
え
る
柱
を
集
成して
、
果

た
し
て
長
期
間
耐
え
う
る
も
の
か
ど
う
か
疑
念
が
残
る
。

結
局
、

こ
の
問
題
が
解
決
し
な
い
以
上
、
集
成
柱
の
採
用
は
断
念
す
べ

き
だ
と
の
結
論
に
達
し
た。

ウ
台
湾
檎

最
後
に
、
よ
り
現
実
的
な
方
法
と
し
て
台
湾
檎
の
採
用
を
検

討
し
た
。

台
湾
に
は
未
だ
槍
の
天
然
林
が亭
々
と
準
え
て
お
り
、

阿
里
山
、
羅
束
、
竹
束
な
ど
の
産
地
に
は
、
羅
城
門
の
柱
角
材

と
し
て
耐
え
う
る
も
の
が
十
分
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

単
価
的
に
み
て
も
運
搬
・

製
材
費
を
合
め
約
百
五
十
万
円

／
立
方
灯
と
、
国
内
の
銘
木
に
較
べ
て
は
る
か
に
廉価
で
入
手

て
き
る
の
も
魅
力
と
い
え
る
。

乱
伐
を
防
ぐ
た
め
の
出
荷
制
限

は
あ
る
も
の
の
、
総
合
的
に
み
て
台
湾
檎
に
よ
る
造
営
が
も
っ

と
も

実
際
的
で
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。

q
L
 

せ
勺
さ
し

つ

緑
粕
瓦
に
適
す
る
＋L
は
阿
川
市
質
と
さ
れ
、
現
荘
で
は
瀬
戸
の

産
＋
い
が
最
適
と
い
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
瓦
は
こ
の
上
を
用

瓦

参
考
文
献
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い
て
瀬
戸
の
瓦
窯
で
焼
く
、
」
と
と
す
る

。

ゅ
う
や
く

粕
薬
は
質
的
に
は
古
代
と
大差
な
い
が
、
酸
化
銅
や
炭
酸
銅

の
ほ
か
に
バ
リ
ュ
ー
ム
や
コ

バ
ル
ト
な
ど
を
添
加
し
て
発
色
効

コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
で
手
が
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
基
礎

と
し
て
施
工
計
画
を
立
て
た。

こ
の
場
合
、
工
期
は二
年
強

、

工
事
費
は
約
八
億
円
と
見
積

( 3）果
丘鳥 を
尾高
の鴎し め
高 尾び る
さ 。

は
お
お

よ
そ

も
っ
た
。

九
日
あ
り
、

＠
こ
の
作
業
を
終
え
て

こ
の
よ
う
な
大

き
な
も
の
を
入
れ
る
窯
は
限
定
さ
れ
る。

こ
の
復
元
で
は
、
瀬

戸
よ
り
原
土
を
運
び
、
京
都
の
東
山
区
泉
湧
寺
に
あ
る
登
り
窒
…

で
焼
く
こ
と
と
す
る
。
成
形
は
上
下二
つ
割
り
で
行
い
、
接
続

季
刊
大
林
「
門
」

の
巻
頭
に
、
歴
史
上
名
高
い
壮
大
華
麗
な

門
を
復
元
し
て
み
よ
う
：
：
：
こ
の
試
み
の
対
象
と
し

て
、
わ
れ

わ
れ
は
迷
わ
ず
羅
城
門
を
選
ん
だ
。

平
安
京
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
の
羅
城
門
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
わ

が
国
に
実
在
し
た
多
く
の
門
の
う
ち
で
お
そ
ら
く
最
も
よ
く
知

ら
れ
た
最
大
級
の
門
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
姿
は
、
遠
く

千
年
の
歴
史
に
埋
も
れ
、
今
日
、
史
料
・
文
学
・
伝
説
の
中
に
、

あ
り
し
日
の
お
も
か
げ
を
し
の
ぶ
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
、
過

去
数
度
に
わ
た
り
部
分
的
な
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、

確
か
な
遺
構
は
発
掘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
都
市
化
の
進
展
に
よ
り

今
後
も
大
が
か
り
な
調
査
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
試
み
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
平
安
文

化
・
建
築
技
術
の
歴
史
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
加
え
て
、
未
知
の

ロ
マ
ン
を
求
め
て
の
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
可
能
な
限
り
の
調
査
・
考
察
を
重
ね
、
こ
こ
に

み
や
び
や
か
な
羅
城
門
の
姿
を
想
定
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う

。

こ
の
間
、
門
外
漢
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
、
専
門
的
な

立
場
か
ら
ご
指
導
・
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
深
く

感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

の
う
え

窒
…
に
入
れ
る。

電

a
u
T
 創

建
当
時
に
な
る
べ
く
近
い
姿
に
再
現
さ
せ
る
た
め
、
ま
た

ド
地
が
木
材
で
あ
る
こ
と
か
ら

、

彩
色
は
古
法
に
近
い
方
法
と

し
た
。
丹
塗
り
に
相
当
す
る
部
分
は
鉛
丹
を
、
黄
土
塗
り
部
分

は
天
然
の
黄
土
を
、
緑
青
塗
り
部
分
は
ア
フ
リ
カ
産
の
孔
雀
石

の
粉
末
を
そ
れ
ぞ
れ
顔
料と
し
、
限

Jて
溶
い
て
塗
る
こ
と
と
す

る－
木
造
に
よ
る
復
元

こ
れ
ま
で
の
考
察
、
調
査
を
も
と
に
工
期
、
工
事
費
を
試
算

し
て
み
た

。

ま
ず
工
期
は
、
木
材
到
着
後
お
よ
そ
士
五
年
を
要

す
る
。

そ
の
期
間
の
多
く
は
、
木
材
の
加
工
、
組
立
に
費
や
さ
れ

る
。

ま
た

工
事
費
は
、
柱
材
に
台
湾
槍
を
採
用し、
そ
の
他
の
部

分
に
は
内
地
材
を
使
う
こ
と
と
し
て
、
約
二
十
二
億
円
と
な
る

。

こ

の
内
、
木
材
の
調
達
費
だ
け
で
ほ
ぼ
六
割
を
占
め
て
い
る。

－
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
よ
る
復
元

実
際
に
京
都
の
市
街
地
に
復
元
す
る
場
合
は、
防
火
上
の
規

制
の
た
め
、
耐
火
建
築
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
幸

い
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
種
の
古
建
築
様
式
の
建
物
を
い
く
つ
か

平
安
京
地
誌
岸
元
史
明
講
談
社

建
築
学
大
系
4

日
本
建
築
史

／
建
築
学
大
系
編
集
委
員
会
彰
国
社

日
本
建
築
（下
）／
渋
谷
五
郎
・
長
尾
勝
馬
共
著
学
芸
出
版
社

古
代
史
発
錨
9

／
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
坪
弁
清
足
・
鈴
木
嘉
吉
編
講
談
社

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
年
次
報
告
一
九
七

一
京
都
市
文
化
観

光
局
文
化
財
保

護
課

鳥
羽
離
宮
跡
調
査

研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
昭
和
ぬ
年
度
平
城
宮
発
鋸
調
査
概
要

文
化
斥
建
造
物
研
究
室
平
城
京
跡
発
掘
調
査
部

日
本
の
美
術
（
古
代
の
瓦
）／
稲
垣
膏
也
至
文
堂

日
本
建
築
史
図
集

日
本
建
築
学
会
彰
国
社

伝
統
の
デ
ィ
テ
ー
ル
伝
統
の
デ
ィ

テ
ー
ル
研
究
会

大
工
道
具
の
歴
史
村
松
貞
次
郎
岩
波
書
店

宮
大
工
三
代
西
岡
常
一
・
青
山
茂
徳
間
書
店

彰
国
社

「
羅
城
門
」
を
め
ぐつ
て

羅
城
門
と
は

都
ゃ

つ
く
り
と
羅
城
門
の
性
格

平
安
京
は
、
平
城
京
と
同
じ
く
唐
の
長
安
を
手
本
と
し
て
造
営
さ

れ
、
羅
城
門
も
長
安
の
南
面
中
央
の
外
郭
円
で
あ
る
明
徳
門
に
な
ら

っ
て
建
造
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る。

し
か
し
両
者
の
問
に
は
、
性
格
に

お
い
て
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る。

長
安
は
四
方
を
堅
固
な
城
壁
（
羅

城
）
で
囲
み
、
その東
西
南
の
三
方
面
に
お
の
お
の
三
つ
の
城
門
を
開

い
た
都
城
で
あ
っ
た。

城
壁
は
外
敵
か
ら
城
内
の
人
々
の
命
を
守
る

も
の
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
長
安
と
い
う
都
は
単
な
る
人
の
集
ま
り

で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
運
命
共
同
体
」
と
い
え
る
性
格
を
も
っ
て
い
た

。

二
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
外
敵
の
侵
入
や
永
続
的
な
内
乱
が
な

か
っ
た
か
ら
、
長
安
の
よ
う
な
城
壁
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

「
延
喜

式
」
に
よ
る
と
、
平
安
京
に
は
南
面
中
央
の
羅
城
門
が
あ
る
だ
け
で
、

そ
の
ほ
か
に
門
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い。
そ
し
て
、
京

の
周
囲
を
画
す
る
羅
城
に
つ
い
て
も
羅
城
門
の
左
右
に
造
ら
れ
た
と
さ

れ
る
だ
け
で
（東
西
の
長
さ
不
明
）
東
西
北
の
三
方
に
は
築
か
れ
た
形

跡
が
な
い
。

つ
ま
り
羅
城
も
羅
城
門
も
「
二
こ
か
ら
が
都
で
あ
る
」
と

い
う
標
識
的
な
も
の
で
あ
り

、

長
安
の
厳
重
な
城
壁
・
諸
門
と
は
大

き
く
性
格
を
異
に
し
て
い
る。

開
閉
の
時
刻
や
鍵
の
管
理
、
築
地
塀
（
羅
城
）
を
の
り
越
え
て
侵
入

し
た
者
に
対
す
る
刑
罰
な
ど
に
つ
い
て
も

、

規
定
を
設
け
て
は
い
る

が
、
他
の
場
所
か
ら
で
も
京
へ
は
容
易
に
出
入
り
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
か
ら
、
平
安
京
の
羅
城
門
は
、
結
局
は
形
式
だ
け
を
唐
か
ら
輸
入

し
た
、
も
っ
ぱ
ら
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
円
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

史
料
に
見
る
羅
城
門

ば
れ
て
い
た
が
、
ニ
れ
は
羅
城
門
の
称
呼
の
遺
存
と
も
考
え
ら
れ
て

い
る
。

中
世
で
は
ラ
イ
シ
ャ
ウ
と
い
う
読
み
方
も
あ
っ
た
が

、

江
戸

時
代
か
ら
は
ラ
シ
ャ
ウ
が
一
般
的
に
な
っ
た。文
字
の
上
で
は
映
画
・

小
説
な
ど
の
影
響
で
「
羅
生
門
」
が
普
及
し
て
い
る
が
、
「
生
」
の
字

は
中
世
に
入
っ
て
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

。

羅
城
門
造
営
の
工
事
中
、
橿
武
天
皇
が
巡
幸
し
門
が
あ
ま
り
に
高

い
た
め
に
風
に
よ
る
倒
壊
を
心
配
し
柱
を
一
尺
切
る
よ
う
に
大
工
に

命
じ
た
。

し
か
し
大
工
は
「
た
か
や
か
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
二
そ
、
き
ら

き
ら
し
く
さ
ぶ
ら
え
」
と
、
低
く
な
り
す
ぎ
て
威
厳
を
そ
ニ
な
わ
な

い
よ
う

、

命
令
に
従
わ
ず
五
寸
だ
け
切
っ
た
。

竣
工
後
、
再
度
巡

幸
し
た
桓
武
天
皇
は
羅
城
門
を
見
あ
げ
、
も
う
五
寸
ほ
ど
柱
を
切
っ

て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
眼
力
に
恐
れ
入
っ
た
さ
き
の

大
工
は
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た。

二
れ
は
、
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
に
出
て
く
る
羅
城
門
造
営
時
の
エ

か
ん
41
弓
ご

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
同
様
の
話
が
宇
多
天
皇
の
著
し
た
「
寛
平
御

遺
誠
」
に
も
み
え
て
い
る
。

天
皇
の
懸
念
の
通
り
、
そ
の
後
羅
城
門
は

三
度
風
の
た
め
に
倒
壊
し
て
い
る。
日
本
紀
略
の
弘
仁
七
年
（
八
二
ハ

年
）
八
月
十
六
日
の
条
に
、
こ
の
夜
大
風
て
羅
城
門
が
倒
れ
た
二
と
が

記
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
が
、
正
確
な
史
料
に
よ
る
羅
城
門
の
初
見
で

あ
り
最
初
の
被
害
記
録
で
あ
る。

宇
治
大
納
言
物
語
に
よ
れ
ば
、
こ
の
門
は
天
元
三
年
（
九
七
九
年
）

に
倒
壊
し
て
か
ら
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う。

さ
ら
に
治
安
三

年
（
一O
二
三
年
）
に
は
藤
原
道
長
が
法
成
寺
を
つ
く
る
に
あ
た
り
羅

城
門
の
礎
石
を
奪
い
去
っ
て
い
る
（
小
右
記
）

。

そ
の
－
－
ろ
に
は
も
う

荒
廃
し
た
朱
雀
大
路
も
、
羅
城
門
も
、
平
安
京
の
偉
観
を
示
す
も
の

と
し
て
は
扱
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

な
お

「

羅
城
門
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
平
品
女
後
期
ご
ろ
は
ラ

イ
セ
イ
と
読
ん
で
い
た
ら
し
い。
現
在
羅
城
門
跡
の
標
石
が
立
っ
て

－
J

い
品目
』
り
い
ゆ
』
い

い
る
あ
た
り
は
、
町
名
が
変
更
さ
れ
る
前
は
来
世
ま
た
は
来
生
と
呼

羅
城
門

、

開
聞
の
き
ま
り

羅
城
門
は
昼
間
だ
け
出
入
り
が
許
さ
れ
た
円
で
あ
る
。

暁
の
鼓
を

聞
い
て
聞
き
、
夜
の
鼓
が
終
る
と
閉
じ
た。

そ
の
鍵
は
毎
朝
御
所
か

ら
出
し
、
そ
の
夜
返
納
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た。

（
宮
衛
令
・

義
解
）

羅
城
門
や
宮
城
の
諸
門
を
開
閉
す
る
鼓
を
打
つ
時
刻
は
延
喜
陰
陽

式
に
、
一
年
を
四
十
の
小
期
に
分
け
て
二
ま
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る

。

時
期
に
よ
っ
て
や
や
差
は
あ
る
が
、
日
の
出
前
六
分
（
今
の
時
計
で
十

八
分
）
に
開
門
、
日
没
後
六
分
に
閉
門
の
鼓
を
打
つ
と
い
う

。

そ
の
合

図
の
鼓
は
、
宮
城
内
の
陰
陽
寮
に
あ
っ
た
鐘
鼓
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
文
書
の
中
に

、

二
の
鐘
を
た
た
く
松
木
の

寸
法
が
記
さ
れ
て
い
て
木
口
の
周
囲
三
尺
、
長
さ
一
丈
六
尺
あ
っ
た

と
し
て
い
る
。

京
中
に
な
り
ひ
び
か
せ
る
に
は、

こ
の
よ
う
な
巨
大

な
鐘
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。

こ
の
巨
大
な
鐘
鼓
が、
朝
夕
そ

れ
ぞ
れ
十
二
回
を
二
度
、
あ
わ
せ
て
二
十
四
回
打
た
れ
羅
城
門
は
そ

の
重
い
扉
を
お
ご
そ
か
に
開
閉
し
た。

羅
城
門
の
警
護
に
は
衛
士
が
あ
た
り
、

羅
城
を
越
え
て
侵
入
し
た

か
，
句
、
%
ね

ん

も
の
に
は
「
徒
一
年
」
の
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

。
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