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す
。
四
角
や
丸
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
穴
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
は
柱
の
跡
を
示
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
柱
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

ら
は
す
べ
て
奈
良
時
代
後
半
、
す
な
わ
ち
大
極
殿
が
解
体
さ
れ
、
基
壇
も
削
ら
れ

た
後
に
建
て
ら
れ
た
建
物
の
た
め
に
掘
ら
れ
た
穴
で
す
。
大
極
殿
の
痕
跡
は
、
図

8
で
、
黒
く
塗
っ
て
あ
る
溝
で
す
。
こ
れ
が
発
掘
調
査
で
得
ら
れ
た
、
大
極
殿
に

関
す
る
唯
一
の
情
報
で
す
。

図
9
は
、
大
極
殿
の
西
半
部
を
発
掘
調
査
し
た
と
き
の
写
真
で
す
。
柱
が
立
っ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
位
置
に
人
間
が
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
下
に
は
遺
構
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
、
四
隅
に
人
が

立
っ
て
い
る
場
所
が
、
基
壇
の
コ
ー
ナ
ー
に
あ
た
り
ま
す
。

図
8
で
、
溝
状
に
少
し
色（
灰
色
）
を
つ
け
て
い
る
部
分
が
基
壇
の
範
囲
で
す
。

基
壇
の
一
番
下
の
石
を
据
え
る
場
合
、
土
の
上
に
置
く
の
で
は
な
く
、
地
面
に
少

し
溝
を
掘
っ
て
、
そ
こ
に
石
を
置
い
て
、
石
を
半
分
程
度
埋
め
ま
す
。
そ
し
て
、

石
を
取
り
除
く
と
き
も
、
石
の
両
側
か
ら
溝
状
に
掘
り
ま
す
。
そ
の
痕
跡
が
残
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
大
極
殿
に
関
す
る
唯
一
の
情
報
で
す
。
で
は
、
そ
こ
か

ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
建
物
を
復
原
し
た
の
か
を
説
明
し
ま
す
。

図7　第一次大極殿復原模型

図9　第295次調査

図8　大極殿部分の発掘遺構平面図
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第
一
次
大
極
殿
の
復
原
の
検
討

一
、
基
壇
の
高
さ
と
形
式

平
安
時
代
末
期
に
描
か
れ
た『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
は
、
平
安
宮
の
大
極

殿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
な
か
で
も
大
極
殿
が
何
回
か
建
て
替

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
絵
巻
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
平
安
時
代
末
期
の
大
極

殿
で
す
。
こ
の
絵
巻
を
み
る
と
、
基
壇
は
、
上
下
に
石
を
横
に
平
行
に
並
べ
、

そ
の
あ
い
だ
に
石
を
縦
に
並
べ
た
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ

し
て
、
大
阪
府
柏
原
市
に
あ
る
河
内
国
分
寺
か
ら
出
土
し
た
基
壇
な
ど
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
基
壇
の
高
さ
を
検
討
し
ま
し
た
。
大
極
殿
の
発
掘

調
査
で
は
、
基
壇
の
一
番
下
の
部
分
の
位
置
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

階
段
の
長
さ
が
判
明
し
て
い
る
の
で
、
階
段
の
角
度
を
決
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
必
然
的
に
基
壇
の
高
さ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
く
つ
か
の

基
壇
の
発
掘
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
階
段
の
角
度
・
形
状
を
検
討
し
ま

し
た
。

当
初
、
図
面
を
描
く
段
階
、
模
型
を
つ
く
る
段
階
で
は
、
図
10
の
上
や
中

間
に
示
す
形
状
と
考
え
た
の
で
す
が
、
実
際
に
建
築
す
る
こ
と
を
考
え
る
と

大
き
な
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。
一
番
長
い
階
段
で
は
四・
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る

の
で
、
こ
れ
か
ら
基
壇
高
を
復
原
す
る
と
、
基
壇
の
縦
方
向
の
板
石
の
長
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
板
状
の
石
を
そ
ろ
え
て
つ
く
る
こ
と
は
技
術
的
に
ま
ず
無
理
と
考
え
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
基
壇
の
高
さ
を
約
三
メ
ー
ト
ル
と
し
な
が
ら
、
基
壇
を
上
下
二
段
に
分
割
し
て
、
縦
方

向
の
板
石
を
小
さ
く
す
る
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
法
隆
寺
金
堂
が
あ
り
、
そ
の
基

壇
が
二
段
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
階
段
の
勾
配
を
決
め
、
高
さ
を
決
め
、
一
段
で
は
無
理
な

の
で
二
段
に
し
た
、
と
い
う
流
れ
で
基
壇
を
復
原
し
ま
し
た
。

二
、
礎　

石

平
城
宮
に
は
、
大
極
殿
の
痕
跡
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
極
殿
は
奈
良
時
代
の
中
頃
に
、
現

在
の
木
津
川
市
に
あ
る
恭
仁
宮
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
恭
仁
宮
大
極
殿
跡
の
発
掘
調
査

か
ら
、
四
隅
だ
け
に
は
硬
い
花
崗
岩
を
使
用
し
、
そ
の
他
で
は
軟
ら
か
い
凝
灰
岩
が
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
参
考
に
大
極
殿
の
礎
石
を
復
原
し
ま
し
た
。

図
11
で
み
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
凝
灰
岩
の
礎
石
の
隅
の
欠
き
取
り
で
す
。
こ
れ
は
基
壇
上
面
に

石
を
敷
く
と
き
に
彫
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
ま
し
た
。
基
壇
上
面
の
石
の
敷
き
方
に
は
大
き
く
分
け
て

二
通
り
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
あ
る
よ
う
に
、
斜
め
に
四
角
の
石
を
敷
く
四
半
敷

き
と
い
う
方
法
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
建
物
に
平
行
に
ま
っ
す
ぐ
に
敷
く
方
法
で
す
。
恭
仁
宮
大
極
殿

跡
の
礎
石
の
欠
き
取
り
を
検
討
す
る
と
、
図
12
に
示
す
よ
う
に
、
建
物
に
平
行
に
石
を
敷
き
、
目
地
の

図10　検討段階の基壇・最終決定案

最初の案では、側面の石が大きすぎる

基壇を２段にして、石の大きさを小さく


