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薬
師
大
祭
に
よ
せ
て

正
法
寺
遺
跡
発
掘
調
査
報
告　

愛
媛
県
文
化
財
保
護
指
導
員
で
生
涯
学
習
大
学
講
師
の
山
内
隆
夫

先
生
に
正
法
寺
下
の
田
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
ご
講
演
頂
き
ま
し

た
。
以
降
ご
講
演
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

私
は
飯
岡
の
薬
師
廃
寺
（
現
原
八
幡
神
社
）
の
調
査

に
関
連
し
て
3
5
年
前
に
正
法
寺
に
来
て
瓦
の
調

査
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
平
安
時

代
の
お
寺
と
い
う
印
象
を
も
ち
ま
し
た
が
今
回
は

そ
れ
以
前
よ
り
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
境
内
下
の
田
が
駐

車
場
に
な
る
と
い
う
事
と
、
こ
の
一
帯
が
埋
蔵
文

化
財
包
蔵
地
で
あ
る
と
い
う
事
で
試
掘
調
査
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
掘
る
場
所
に
つ
き
ま
し

て
は
、
山
の
稜
線
や
配
置
か
ら
目
星
を
つ
け
ま
し

た
。
そ
し
て
農
地
の
為
、
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
出
土

す
る
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
た
所
、
3
0
㎝
と
い

う
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
田
の
黒
土

が
2
5
㎝
、
次
に
粘
土
層
が
あ
り
、
遺
物
層
が
現

れ
ま
し
た
。
重
機
で
慎
重
に
作
業
し
一
堀
目
か
ら

泥
塔
（
で
い
と
う
）
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

南
北
に
一
本
入
れ
る
と
そ
こ
か
ら
も
出
土
し
、
そ

の
後
は
手
掘
り
の
作
業
と
な
り
ま
し
た
。
全
部
で

百
以
上
の
出
土
物
が
あ
り
ま
し
た
。
泥
塔
は
平
安

時
代
に
主
に
密
教
寺
院
で
息
災
延
命
、
先
祖
供
養

の
目
的

に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
正
法
寺
で
は
多
種
多
様

の
も
の
が
出
て
お
り
こ
れ
は
国
内
で
も
大
変
珍
し

い
こ
と
で
す
。
宝
塔
型
の
も
の
は
平
安
後
期
で
四

国
で
は
こ
の
地
の
み
で
あ
り
、
中
に
は
2
0
㎝
近

く
あ
る
大
き
く
貴
重
な
も
の
も
出
土
し
ま
し
た
。

こ
の
寺
の
も
の
は
台
座
が
四
角
に
な
っ
て
い
る
の

が
特
徴
で
す
。
大
小
あ
る
の
は
小
さ
い
も
の
を
一

定
数
奉
納
し
た
印
と
し
て
大
型
の
物
を
作
っ
た
の

で
は
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
他
に
は
緑
釉
片
、
青
磁

片
が
出
土
し
ま
し
た
。
（
当
時
は
日
本
で
は
青
磁
を
作

る
技
術
が
無
い
た
め
高
価
な
も
の
で
し
た
。
）
以
上
の
出

土
物
か
ら
推
測
す
る
と
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て

貴
族
、
豪
族
に
よ
っ
て
泥
塔
供
養
が
行
わ
れ
て
い

た
の
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
泥
塔

は
火
を
浴
び
た
も
の
が
多
く
鎌
倉
期
な
ど
に
火
災

に
あ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
炭
も
出
土
し
て
い

ま
す
。
下
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
石
に
つ
い
て
は
詳

し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
？

推
測
で
あ
り
ま
す
が
平
安
期
に
こ
の
地
に
は
大
勢

力
の
新
居
氏
や
越
智
氏
が
お
り
、
特
に
新
居
氏
は

平
清
盛
と
も
深
い
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
清
盛
は

『
吾
妻
鏡
』
な
ど
か
ら
も
泥
塔
供
養
を
行
っ
て
い

た
史
実
が
あ
り
新
居
氏
が
供
養
法
を
中
央
か
ら
取

り
入
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
新
居
氏
は
各
地

に
親
戚
、
縁
者
が
多
い
の
で
奉
納
の
際
、
多
様
な

泥
塔
が
集
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回

解
っ
て
い
る
の
は
そ
こ
ま
で
で
す
。

お
寺
の
起
源
に
つ
い
て
は
？

正
法
寺
は
上
仙
師
に
よ
っ
て
奈
良
時
代
に
開
か
れ

た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
京
都
の
太
秦
な
ど
で
活

躍
し
て
い
た
秦
氏
の
氏
寺
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
秦
氏
は
こ
の
地
に
縁
が
深
く
長
曽
我
部
、
河

野
氏
な
ど
は
秦
氏
の
出
で
あ
り
、
こ
の
地
域
は
秦

や
神
野
姓
の
方
が
大
変
多
く
住
ま
わ
れ
て
い
ま

す
。
新
居
郡
に
な
る
前
は
神
野
郡
（
か
み
の
ぐ
ん

8
0
9
年
ま
で
）
と
言
わ
れ
て
お
り
嵯
峨
天
皇
の
幼

名
【
賀
美
野
（
か
み
の
）
は
秦
氏
出
身
の
乳
母
の
名
か

ら
取
ら
れ
た
】
を
さ
け
て
新
居
と
改
名
さ
れ
ま
し

た
。
色
々
と
資
料
を
調
べ
る
と
「
日
本
霊
異
記
」

な
ど
の
記
述
が
ま
っ
た
く
の
作
り
話
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
ま
た
飯
岡
八
幡
（
薬
師
廃
寺
）
か
ら
出
土
し

て
い
る
※
1 

瓦
と
正
法
寺
の
も
の
は
酷
似
し
て
い

ま
す
。
薬
師
廃
寺
は
資
料
か
ら
西
条
市
伊
曽
乃
神

社
の
あ
た
り
を
拠
点
と
し
た
豪
族
の
賀
茂
氏
が
建

立
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
古
く
は
白
鳳

時
代
頃
（
6
4
5
年
～
7
1
0
年
）
か
ら
河
内
寺
（
新
居

浜
高
木
町
）
な
ど
の
建
立
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
秦
氏
と
賀
茂
氏
は
当
時
の
京
都
で

も
松
尾
、
伏
見
稲
荷
、
上
賀
茂
、
下
賀
茂
の
神
社

の
建
立
を
し
て
お
り
両
氏
は
と
て
も
深
い
関
係
に

あ
り
ま
し
た
。

最
近
の
発
掘
調
査
で
は
、
新
居
浜
の
本
郷
の
辺
り

か
ら
、
硯
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い
て
平
安
期
に
は

役
所
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
※
2　

そ

し
て
そ
れ
よ
り
前
の
中
心
地
が
飯
岡
、
大
生
院
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
国
道
沿
い
の
喜

来
遺
跡
か
ら
は
土
管
や
硯
、
分
銅
な
ど
が
出
土

し
、
役
所
は
下
本
郷
の
辺
り
か
も
し
れ
な
い
と
調

査
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
時
代
が
下
る
に
つ

れ
中
心
地
が
今
の
市
街
地
の
ほ
う
へ
と
徐
々
に

移
っ
た
よ
う
で
す
。
役
所
は
移
動
し
ま
し
た
が
寺

を
移
動
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
正
法
寺
は

今
の
位
置
に
残
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
正
法
寺
と

薬
師
廃
寺
は
平
安
期
か
ら
鎌
倉
初
期
ま
で
特
に
栄

え
て
お
り
、
そ
の
バ
ッ
ク
に
新
居
氏
と
平
家
が
あ

り
泥
塔
供
養
を
行
い
寺
の
院
号
の
往
生
院
か
ら
も

追
善
供
養
を
盛
ん
に
行
う
特
殊
な
地
域
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
ま
す
。
今
も
田
の
穂
乃
木
（
田
の
名

前
。
古
代
、
木
の
名
札
を
た
て
た
こ
と
に
よ
る
）
に
残
る

錦
堂
、
鐘
突
堂
、
蓮
池
、
築
山
と
い
う
名
が
あ
り

ま
す
。
奈
良
時
代
に
あ
っ
た
五
つ
の
大
き
な
寺

（
河
内
寺
、
薬
師
廃
寺
、
上
野
廃
寺
、
真
導
廃
寺
、
正
法
寺
）
が

律
令
制
度
と
と
も
に
衰
退
し
ま
し
た
が
正
法
寺
が

残
っ
た
理
由
に
供
養
の
地
と
い
う
重
要
な
性
格
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
考
古
学
に
お
い
て
は

過
去
の
遺
物
や
文
献
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
史
実
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
推
測
や
思
い

入
れ
で
歴
史
を
作
ら
な
い
よ
う
今
後
、
さ
ら
な
る

調
査
に
基
づ
き
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。
大
生
院
と
は
そ
う
い
う
土
地
で
す
の
で

皆
様
も
普
段
か
ら
田
や
畑
に
落
ち
て
い
る
も
の
に

注
意
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
何
か
不
思
議
な
も
の

を
見
つ
け
た
際
は
是
非
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。
ご

清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
1　

昭
和
五
年
に
発
掘
し
た
際
に
見
つ
か
っ
た
奈
良
時
代

の
蓮
華
紋
の
瓦
。
現
在
は
寺
に
な
い
が
当
時
の
出
土
物
の
写

真
に
写
っ
て
い
る
。
当
時
は
瓦
屋
根
が
使
わ
れ
て
い
た
の
は

寺
か
貴
族
の
館
の
み
で
あ
っ
た
。

※
2　

縄
文
、
弥
生
時
代
は
今
の
西
条
、
新
居
浜
の
市
街
地

は
海
水
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
新
居
浜
の
上
部
地
域
の
み
生
活

が
可
能
で
あ
り
古
い
遺
跡
は
上
部
地
域
か
ら
出
土
し
て
い

る
。
半
田
山
、
八
堂
山
な
ど
。
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