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山
の
中
に
1
5
0
0
t
の
水
槽
を
設
置

―
東
大
寺
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、世
界
に
誇

る
木
造
建
築
が
あ
り
ま
す
。先
日
、韓
国
で
南
大
門

ナ

ム

デ

ム

ン

が

火
災
で
全
焼
す
る
と
い
う
出
来
事
も
あ
り
、防
災
関

係
で
は
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、ど
の

よ
う
な
対
策
を
と
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

坂
東

―
東
大
寺
も
1
9
9
8（
平
成
10
）年
5
月
に
戒

壇
堂
横
の
成
壇
院
千
手
堂
が
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
の
前

か
ら
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設
置
す
る
な
ど
防
災
工
事
は

し
て
い
た
の
で
す
が
、1
年
前
倒
し
で
や
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
大
仏
殿
は
、い
ま
は
前
庭
に
放
水
銃
が
あ
り
、

軒
下
に
は
ド
レ
ン
ジ
ャ
ー
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、二
月
堂
東
の
山
中
に
1
5
0
0
t
の
水
槽
を
置
き
、

火
災
の
際
は
落
差
で
そ
の
水
が
落
ち
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
南
大
門
に
関
し
て
は
、
火
災
報
知
機
と
、
周

辺
4
個
所
に
放
水
銃
が
取
り
付
け
ら
れ
、防
犯
カ
メ
ラ

や
セ
ン
サ
ー
で
、
火
が
出
た
ら
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
境
内
全
体
の
防
災
や
防
犯

の
た
め
に
通
信
の
連
絡
網
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

創
建
当
時
か
ら
そ
の
時
代
の

最
新
の
技
術
を
取
り
入
れ
て
い
た

―
東
大
寺
の
大
仏
殿
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
二
度

の
焼
失
を
受
け
て
、そ
の
都
度
復
興
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、明
治
と
昭
和
に
大
修
理
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
、明
治
の
大
修
理
に
は
ト
ラ
ス
構
造
と
い
う
こ
と
で

鉄
骨
を
入
れ
ら
れ
、屋
根
の
支
え
を
さ
れ
ま
し
た
。古

い
お
寺
で
す
と
昔
な
が
ら
の
復
元
を
さ
れ
る
の
で
は

と
思
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
時
代
の
最
新
技
術
を
取
り

入
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、お
寺
と
し
て
抵
抗
は
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

坂
東

―
新
し
い
技
術
を
入
れ
る
こ
と
に
は
、お
寺
と

し
て
は
抵
抗
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
東

大
寺
の
創
建
時
も
、地
面
を
付
き
固
め
る
と
き
に
版
築

と
い
う
当
時
最
新
の
技
術
を
使
い
ま
し
た
。
ま
た
、
開

眼
の
導
師
を
つ
と
め
た
の
は
、菩
提

ぼ

だ

い

僊
那

せ

ん

な

と
い
う
イ
ン
ド

の
お
坊
さ
ん
で
し
た
し
、シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
運
ば
れ
た

も
の
で
開
眼
供
養
の
法
要
を
行
う
な
ど
、国
際
性
も
豊

か
で
し
た
。
ま
た
、鎌
倉
時
代
の
重
源

ち
ょ
う
げ
ん

上
人
を
は
じ
め
、

東
大
寺
図
書
館
員
・
東
大
寺
史
研
究
所
研
究
員

坂
東
　
俊
彦
に
伺
い
ま
し
た

BANDO
Tosh ih i ko

さ
ん

世
界
遺
産
で
あ
る
東
大
寺
、
世
界
最
大
級
の
木
造
建
築
で
あ
る
大
仏
殿
や

そ
の
他
の
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
防
災
や
維
持
管
理
に
対
す
る
ご
苦
労
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。
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0
0
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写真2（下） 東大寺金堂（大
仏殿）天井裏の鉄骨組の様
子（出典：国宝東大寺金堂
（大仏殿）修理工事報告書）

写真1（右） 放水銃による消
火訓練の様子（出典：東大寺
防災施設工事・発掘調査報
告書 防災施設工事篇）
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最
新
の
技
術
を
も
っ
た
方
々
が
、こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
再

建
造
営
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。で
す
か
ら
、お
坊
さ

ん
と
し
て
も
抵
抗
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
意
識
の
な
か
に
は
、元
通
り
に
戻
す
と
い
う「
復
元
」

で
は
な
く
、新
た
に
つ
く
り
直
す
、「
復
原
」
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

明
治
の
修
理
で
は
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
鬼
瓦
を
固
定

す
る
た
め
に
使
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
の
修
理
の
と
き

は
、そ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
取
れ
な
く
な
り
、全
部
や
り

直
し
ま
し
た
。
昭
和
に
修
理
を
し
た
の
は
、
明
治
の
大

修
理
で
重
量
軽
減
を
目
的
に
瓦
を
減
ら
し
た
た
め
に

隙
間
が
で
き
て
し
ま
い
、雨
漏
り
が
し
て
、中
の
野
地
板

が
腐
っ
た
の
が
主
な
原
因
で
す
。
そ
れ
で
ま
た
昔
通
り

に
間
隔
を
葺ふ

き
替
え
ま
し
た
。
軽
く
す
る
た
め
に
瓦
の

裏
を
削
っ
た
り
、十
何
種
類
か
試
作
し
、割
れ
な
い
よ
う

な
工
夫
も
し
ま
し
た
。

―
土
木
構
造
物
は
、通
常
日
常
点
検
を
し
、異
常
が

あ
れ
ば
詳
細
点
検
を
し
て
、そ
こ
で
不
具
合
が
あ
れ

ば
修
理
を
す
る
と
い
う
維
持
管
理
を
し
て
い
ま
す
。東

大
寺
で
は
ど
の
よ
う
な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

坂
東

―
昭
和
の
修
理
の
と
き
に
、瓦
は
百
年
も
つ
と

い
う
修
理
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、特
に
検
査
は
し
て

い
ま
せ
ん
。
た
だ
、こ
こ
3
年
ほ
ど
、公
慶
上
人
や
聖
武

天
皇
な
ど
の
大
法
要
が
続
き
、散
華

さ

ん

げ（
蓮
の
花
を
か
た

ど
っ
た
色
紙
を
ま
い
て
供
養
す
る
）を
す
る
た
め
に
屋
根

裏
に
小
屋
を
つ
く
る
の
で
、そ
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
機
会
が
な
い
と
、な
か
な
か

し
ま
せ
ん
。
い
ま
一
番
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
法
華

堂
の
須
弥
壇

し

ゅ

み

だ

ん（
仏
像
を
安
置
す
る
台
座
）で
す
。
上
に

仏
像
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
地
震
が
来
た
ら
倒
れ
る

だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
だ
い
ぶ
沈
ん
で
い

る
た
め
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
し

て
い
ま
す
が
、
根
本
的
な

対
策
で
は
な
い
の
で
修
理

を
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

何
年
か
に
一
度
、
下
に
も

ぐ
り
点
検
を
し
て
い
ま
す
。

―
南
大
門
や
法
華
堂

の
解
体
修
理
は
ど
う
い
う

周
期
で
行
わ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

坂
東

―
昭
和
30
年
代

に
法
華
堂
の
解
体
修
理
を

し
ま
し
た
。
構
造
上
建
物
と
し
て
の
解
体
修
理
と
い
う

の
は
、百
年
周
期
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
耐
震
と
い
う

こ
と
で
は
、大
仏
殿
も
実
は
断
層
の
上
に
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
お
り
、問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

維
持
だ
け
で
も
大
変
で

修
復
に
は
限
度
が
あ
る

―
東
大
寺
の
正
式
名
称
は
、金
光
明

こ
ん
こ
う
み
ょ
う

四
天
王

し

て

ん

の

う

護
国

ご

こ

く

之
寺

の

て

ら

で
、ま
さ
に
四
方
を
護ま

も

る
と
い
う
お
寺
で
す
が
、

現
在
は
大
仏
殿
に
二
天
し
か
復
原
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、講
堂
な
ど
も
復
原
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

坂
東

―
昭
和
の
修
理
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
か
ら
意
識
が

あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、修
理
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
、難
し
い
問
題
で
す
。
奈
良

の
お
寺
は
ど
こ
も
そ
う
で
す
が
、
東
大
寺
も
い
わ
ゆ
る

檀
家
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、観
光
客
の
入
堂
料
で

維
持
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、修
復
に
も
限
度
が
あ

り
、緊
急
性
を
要
す
る
も
の
か
ら
順
番
に
行
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
、古
文
書
な
ど
の
修
復
を
し
て
い
ま
す
が
、そ
れ

で
も
年
間
で
億
単
位
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
建
物
に

な
る
と
も
っ
と
大
変
で
す
。
多
く
の
皆
様
に
ご
協
力
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

―
東
大
寺
は
世
界
遺
産
で
も
あ
り
、宮
大
工
さ
ん

の
よ
う
な
方
た
ち
に
常
駐
し
て
い
た
だ
い
て
、日
常
検

査
や
維
持
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
願
っ
て

い
ま
す
。
本
日
は
修
二
会

し

ゅ

に

え

（
お
水
取
り
）前
の
お
忙
し

い
な
か
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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