
刊
行
に
あ
た
っ
て

歴
史
を
知
る
こ
と
︑
古
代
史
を
知
る
こ
と
の
﹁
面
白
さ
﹂
を
伝
え
た
い
︒
本
シ
リ
ー
ズ
は
︑
私
た
ち
編
集
委
員

の
そ
う
し
た
思
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
︒

幸
い
日
本
の
古
代
史
に
関
心
を
持
つ
人
は
多
く
︑
各
地
の
遺
跡
や
博
物
館
は
訪
問
者
で
賑
わ
い
︑
古
代
史
を
テ

ー
マ
と
す
る
書
籍
や
情
報
も
巷
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
︒
い
っ
ぽ
う
で
最
新
の
研
究
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
く
︑
よ
り

精
緻
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
︑
そ
の
成
果
を
専
門
家
以
外
の
方
と
共
有
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
す
︒

し
か
し
︑
新
し
く
わ
か
っ
て
き
た
歴
史
の
実
像
を
知
る
こ
と
の
興
奮
や
喜
び
は
︑
他
の
何
に
も
替
え
が
た
い
も

の
で
す
︒
私
た
ち
研
究
者
が
日
々
味
わ
っ
て
い
る
こ
の
﹁
面
白
さ
﹂
を
︑
﹁
や
さ
し
く
︑
深
く
︑
面
白
い
﹂
歴
史

叙
述
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
﹁
ひ
ら
く
﹂
こ
と
を
通
じ
て
︑
読
者
の
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
︒

本
シ
リ
ー
ズ
は
﹁
前
方
後
円
墳
﹂
﹁
古
代
の
都
﹂
﹁
古
代
寺
院
﹂
﹁
渡
来
系
移
住
民
﹂
﹁
文
字
と
こ
と
ば
﹂
﹁
国
風

文
化
﹂
と
︑
数
あ
る
古
代
史
の
論
点
の
な
か
で
も
特
に
﹁
モ
ノ
か
ら
語
る
﹂
こ
と
に
適
し
た
テ
ー
マ
＝
問
題
群
ご

と
に
各
冊
を
編
成
し
ま
し
た
︒
こ
れ
ら
は
︑
考
古
学
・
文
学
・
日
本
語
学
・
美
術
史
学
・
建
築
史
学
な
ど
︑
隣
接

分
野
と
の
緊
密
な
連
携
な
し
に
語
れ
な
い
問
題
群
で
す
︒
各
分
野
で
活
躍
中
の
執
筆
陣
の
参
加
を
得
て
︑
多
様
な

v 刊行にあたって



方
向
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
具
体
的
に
︑
当
時
の
社
会
や
民
衆
の
あ
り
よ
う
に
迫
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
し
た
︒
同
時

に
︑
海
外
の
信
頼
で
き
る
研
究
者
に
執
筆
を
依
頼
し
て
︑
国
際
的
な
観
点
か
ら
の
新
し
い
視
角
を
紹
介
し
て
い
き

ま
す
︒

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
︑
単
な
る
研
究
成
果
の
羅
列
に
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
執
筆
者
相
互
が
原
稿
を

読
み
あ
い
︑
そ
の
問
題
群
の
面
白
さ
︑
現
段
階
で
の
争
点
や
未
解
決
の
論
点
︑
そ
し
て
今
後
の
研
究
の
方
向
性
な

ど
を
話
し
あ
う
﹁
座
談
会
﹂
を
各
冊
ご
と
に
収
録
し
ま
す
︒

全
編
を
つ
う
じ
て
︑
従
来
の
﹁
古
代
史
﹂
の
枠
内
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
な
く
︑
そ
の
テ
ー
マ
が
日
本
史
全
体
の

な
か
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
︑
つ
ね
に
意
識
す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
︒
﹁
学
際
﹂
﹁
国
際
﹂
﹁
通
史
﹂

と
い
う
三
方
向
の
視
点
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
に
な
い
古
代
史
の
シ
リ
ー
ズ
を
創
り
上
げ
︑
未
来
に
向

け
て
﹁
古
代
史
を
ひ
ら
く
﹂
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
︒

二
〇
一
九
年
四
月

吉
村

編
集
委
員

武
彦
・
吉
川
真
司
・
川
尻
秋
生

vi
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史
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8

＊

引
用
文
・
引
用
挿
図
の
出
典
や
本
文
記
述
の
典
拠
な
ど
を
示
す
際
に
は
︑
[

吉
川
︑
二
〇
一
九
]

の
よ
う
に
略
記
し
︑
そ
の
文
献
名
・
出
版
社
・
出
版
年
な
ど
は
各
章
末
の
文
献
一
覧
に
示
し
た
︒

＊

史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
︑
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代

仮
名
遣
い
に
改
め
た
(﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
の
引
用
な
ど
︑
一
部
例
外
的
に
旧
仮
名
遣
い
の
ま
ま
と
し

た
箇
所
が
あ
る
)

︒



〈

古
代
寺
院
〉

へ
の
招
待

吉

川

真

司

古
代
寺
院
を
訪
れ
て

古
代
寺
院
を
訪
れ
る
の
は
︑
ほ
ん
と
う
に
特
別
な
経
験
だ
と
思
う
︒
法ほ

う

隆り

ゅ

寺う

じ

に
行
っ
た
と
き
の

こ
と
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
︒
松
並
木
の
向
こ
う
に
五
重
塔
が
姿
を
現
わ
す
と
︑
思
わ
ず
は
っ
と

し
て
し
ま
う
︒
金こ

ん

堂ど

う

に
入
り
︑
落
ち
着
い
た
光
と
香
り
に
包
ま
れ
て
︑
釈し

ゃ

迦か

三さ

ん

尊ぞ

ん

像ぞ

う

に
対
面
す
る
︒

そ
の
相
貌
は
取
っ
つ
き
に
く
い
け
れ
ど
︑
な
ぜ
か
目
が
離
せ
な
い
︒
や
が
て
︑
石
畳
道
の
か
な
た

に
夢ゆ

め

殿ど

の

の
屋
根
が
見
え
て
き
て
︑
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
に
心
躍
る
思
い
を
す
る
︒
袂
袒
こ
の
よ
う
な

時
間
を
も
つ
の
は
︑
た
い
へ
ん
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
︒
は
る
か
な
古
代
を
感
じ
と
り
︑
魅
了
さ
れ

て
し
ま
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
︒

た
だ
︑
美
術
史
や
建
築
史
を
学
ん
で
︑
仏
像
や
建
物
の
ス
タ
イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か

を
知
っ
て
お
け
ば
︑
見
学
は
ず
っ
と
面
白
く
な
る
︒
ま
た
︑
法
隆
寺
や
斑い

か

鳩る

が

地
域
の
歴
史
を
勉
強

す
れ
ば
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
化
財
の
意
味
が
よ
く
わ
か
る
︒
詳
し
い
地
図
も
ほ
し
い
(

図
�

)

︒

1 〈古代寺院〉への招待(吉川真司)



東
大
門
の
と
こ
ろ
で
石
畳
道
の
方

向
が
変
わ
る
の
は
︑
法
隆
寺
の
成

立
史
に
関
わ
る
問
題
な
の
だ
が(�

)
︑

地
図
が
あ
れ
ば
寺
院
全
体
を
眺
め

わ
た
し
︑
か
つ
て
の
伽が

藍ら

ん

の
姿
を

考
え
る
手
が
か
り
に
も
な
る
︒
そ

し
て
地
図
を
手
に
︑
境
内
を
く
ま

な
く
歩
く
︒
東ひ

が

室し

む

・ろ

西に

し

室む

ろ

︑
食じ

き

堂ど

う

︑

綱こ

う

封ふ

う

蔵ぞ

う

の
よ
う
に
︑
有
名
で
は
な

い
が
︑
古
代
寺
院
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
建
物
が
目
に
入
っ
て
く
る
︒

知
識
と
探
究
心
を
も
っ
て
訪
れ
れ

ば
︑
今
も
生
き
て
い
る
古
代
寺
院

は
︑
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
の
で
あ
る
︒

法
隆
寺
を
出
て
︑
西
に
三
キ
ロ

あ
ま
り
行
く
と
︑
近
鉄
生い

駒こ

ま

線
の

2

図 1 法隆寺の地図([奈良六大寺大観刊行会編，1972]の「解説」所収

地図に，[仁藤，1991]所収の図を参考に加筆)

(

�

)

古
代
の
法
隆
寺
は
︑

三
段
階
の
歴
史
を
経
て
形
づ

く
ら
れ
た
︒
第
一
段
階
がし

聖ょ

う

徳と

く

太た

い

子し

に
よ
る
若わ

か

草く

さ

伽
藍
創

建
(

七
世
紀
初
期
)

︑
第
二
段

階
が
西さ

い

院い

ん

伽
藍
の
再
建
(

七

世
紀
後
葉
袞
八
世
紀
前
葉
)

︑

第
三
段
階
が
東と

う

院い

ん

伽
藍
の
建

立
(

八
世
紀
中
葉
)

で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
第
一
段
階
の
建
物

と
︑
第
二
・
第
三
段
階
の
建

物
は
︑
方
位
が
異
な
っ
て
い

る
︒
前
者
は
北
で
二
〇
度
西

に
振
れ
︑
後
者
は
八
度
西
に

振
れ
る
︒
東
大
門
か
ら
北
に

伸
び
る
道
は
︑
第
一
段
階
の

古
い
方
位
を
と
ど
め
て
お
り
︑

飛
鳥
時
代
以
来
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
東
大

門
を
境
と
し
て
︑
東
へ
向
か

う
道
は
第
一
段
階
︑
西
へ
向

か
う
道
は
第
二
・
第
三
段
階

の
建
設
方
位
に
よ
っ
て
お
り
︑

そ
の
た
め
一
直
線
に
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
︒



勢せ

野や

北
口
駅
に
つ
く
︒
す
ぐ
近
く
に
平へ

い

隆り

ゅ

寺う

じ

と
い
う
寺
院
が
あ
る
︒
法
隆
寺
と
一
字
違
い
だ
が
︑

こ
ち
ら
は
小
さ
く
清
々
し
い
近
世
寺
院
で
︑
受
け
る
印
象
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
平
隆

寺
は
︑
実
は
飛
鳥

あ

す

か

時
代
の
寺
院
遺
跡
の
上
に
建
っ
て
い
て
︑
古
い
寺
号
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
で

あ
る
︒
平
隆
寺
の
﹁
平
﹂
は
平
群

へ

ぐ

り

氏し

(�
)の
﹁
平
﹂
︒
こ
の
地
に
勢
力
を
張
っ
た
古
代
豪
族
の
氏う

じ

寺で

ら

(�
)
の

遺
跡
が
︑
今
も
地
下
に
眠
っ
て
い
る
(

図
�

)

︒

平
隆
寺
を
訪
れ
る
人
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
古
代
の
建
物
や
仏
像
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
︒
し
か
し
︑
本
堂
の
床
下
を
の
ぞ
け
ば
古
い
礎
石
が
並
ん
で
い
る
し
︑
ま
わ
り
の
田
畑
や
道
ば

た
に
は
布ぬ

の

目め

の
つ
い
た
飛
鳥
時
代
のか

瓦わ

ら

(�
)
が
落
ち
て
い
る
︒
な
に
よ
り
︑
す
ば
ら
し
い
立
地
は
古
代

か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
信し

貴ぎ

山さ

ん

か
ら
伸
び

て
き
た
尾
根
の
先
端
に
︑
古
代
平
隆
寺
の
伽

藍
が
あ
っ
た
︒
大
規
模
な
造
成
工
事
の
さ
ま

は
︑
今
で
も
地
形
か
ら
お
お
よ
そ
見
当
が
つ

く
︒
在
り
し
日
の
南
大
門
か
ら
眺
め
れ
ば
︑

奈
良
盆
地
の
水
を
集
め
た
大
和

や

ま

と

川が

わ

の
流
れ
が
︑

眼
下
に
白
く
光
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

平
隆
寺
は
︑
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
発
掘
調

査
さ
れ
た
︒
参
道
の
脇
で
塔
跡
が
見
つ
か
り
︑

3 〈古代寺院〉への招待(吉川真司)

図 2 平隆寺(著者撮影)

(

.

)

古
代
の
有
力
豪
族
︒

蘇そ

我が

氏
・
巨こ

勢せ

氏
・
紀き

氏
な

ど
と
同
じ
く
︑た

建け

の

内う

ち

宿の

す

禰く

ね

の

後
裔
氏
族
と
さ
れ
︑
五
世
紀

こ
ろ
に
最
も
繁
栄
し
た
︒
そ

の
本
拠
地
は
︑
平
隆
寺
あ
た

り
か
ら
そ
の
北
方
の
平
群
谷

(

奈
良
県
平
群
町
)

に
か
け
て

と
考
え
ら
れ
る
︒

(

3

)

豪
族
が
建
て
た
寺
院

の
こ
と
︒
官
寺
に
対
す
る
私

寺
に
近
い
意
味
だ
が
︑
研
究

上
︑
寺
院
を
建
て
た
氏
族
が

問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

た
め
︑
氏
寺
の
語
が
よ
く
使

わ
れ
る
︒
し
か
し
法
隆
寺
の

よ
う
に
︑
王
族
が
創
建
し
た

古
代
寺
院
を
氏
寺
と
呼
ぶ
こ

と
は
難
し
い
︒

(

4

)

布
目
瓦
に
つ
い
て
は
︑

本
書
︑
菱
田
哲
郎
﹁
遺
跡
か

ら
み
た
古
代
寺
院
の
機
能
﹂

七
九
頁
︑
注
3

参
照
︒



金
堂
は
今
の
本
堂
の
東
側
に
あ
っ
た
ら
し
い
︒
塔
・
金
堂
・
講
堂
が
南
北
一
直
線
に
な
ら
ぶ
︑
四し

天て

ん

王の

う

寺じ

式
伽
藍
配
置
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
出
土
し
た
軒の

き

瓦が

わ

はら

︑
法
隆
寺
な
ど
斑
鳩
地
域
の
寺
院

と
同
じ
文
様
を
も
ち
︑
飛
鳥
・
白は

く

鳳ほ

う

・
奈
良
の
各
時
代
の
も
の
が
見
ら
れ
る
︒
平
隆
寺
が
い
か
な

る
人
々
と
関
係
を
も
ち
︑
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
か
は
︑
こ
う
し
た
考
古
資
料
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
平
安
時
代
以
降
の
文
献
史
料
も
い
く
つ
か
あ
り
︑
中
世
の
聖し

ょ

徳う

と

太く

た

子い

し

伝
に
も
い
ろ
い
ろ
な
伝
承
を
収
め
る(�

)
[

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
︑
一
九
八
四
]

︒

斑
鳩
の
法
隆
寺
に
も
︑
も
ち
ろ
ん
豊
か
な
考
古
資
料
と
文
献
史
料
が
あ
る
︒
法
灯
を
今
に
伝
え

る
法
隆
寺
も
︑
遺
跡
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
平
隆
寺
も
︑
か
つ
て
は
古
代
寺
院
と
し
て
生
き
生
き
と

活
動
し
て
い
た
︒
そ
の
痕
跡
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
︑
長
い
時
間
を
こ
え
て
残
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
建
築
に
も
美
術
に
も
︑
地
形
に
も
道
路
に
も
︑
古
代
が
息
づ
い
て
い
る
︒
古
代
寺
院
や
そ

の
遺
跡
を
訪
れ
て
︑
よ
く
歩
き
︑
よ
く
見
る
こ
と
は
︑
古
代
史
に
近
づ
く
た
め
の
最
良
の
方
法
だ

と
思
う
︒

飛
鳥
寺
院

法
隆
寺
(

斑
鳩
寺
)

は
七
世
紀
の
初
期
に
創
建
さ
れ
た
︒
私
た
ち
が
見
て
い
る
塔
や
金
堂
は
︑
実

は
そ
の
時
の
も
の
で
は
な
い
︒
や
や
東
南
に
あ
っ
た
﹁
若わ

か

草く

さ

伽
藍
﹂
こ
そ
が
︑
聖
徳
太
子
が

斑

鳩

い

か

る

が

の

宮み

や

と
東
西
に
な
ら
べ
て
建
立
し
た
︑
最
初
の
法
隆
寺
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
天
智
九
年
(

六
七

4

(

:

)

承
平
七
年
(

九
三
七
)

の
﹁
信し

貴ぎ

山さ

ん

寺

資

財

帳
｣

(﹃
平
安
遺
文
﹄
四
九
〇
四

号
)

や
延
久
二
年
(

一
〇
七

〇
)

の
﹁
興
福
寺
大
和
国
諸

荘
田
畠
坪
付
帳
｣

(

同
四
六
四

〇
号
)

に
よ
れ
ば
︑
平
隆
寺

の
寺
田
は
平
群
郡
九
条
一
四

里
に
あ
っ
た
︒
現
平
隆
寺
の

西
側
に
あ
た
り
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
寺
辺
所
領
﹂
と
見
ら
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
古
代
の
平
隆

寺
は
︑
そ
の
寺
号
で
今
の
場

所
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

鎌
倉
時
代
以
降
は
古
文
書
に

現
わ
れ
ず
︑
聖
徳
太
子
関
係

の
説
話
が
伝
わ
る
ば
か
り
に

な
る
︒
嘉
吉
元
年
(

一
四
四

一
)

の
年
紀
を
も
つ
﹃
興
福

寺
官
務
牒
疏
﹄
は
﹁
平
群
寺
︒

平
群
郡
勢せ

益や

原
に
あ
り
︒
僧

宇
三
十
二
坊
︑
交
衆
二
十
一

口
︑
承
仕
十
六
人
︒
推
古
天

皇
九
辛
酉
年
︑
平
群
神
手
将

軍
の
本
願
な
り
︒
本
尊
は
弥

勒
大
士
﹂
と
記
す
︒
し
か
し
︑



〇
)

に
焼
け
落
ち
た
あ
と
︑
場
所
を
少
し
移
し
て
再
建
さ
れ
た
の
が
︑
現
在
の
﹁
西さ

い

院い

ん

伽
藍
﹂
な

の
で
あ
る(	

)
︒

法
隆
寺
と
同
じ
こ
ろ
創
建
さ
れ
た
寺
院
を
﹁
飛
鳥
寺
院
﹂
と
い
う
が
︑
そ
の
歴
史
は
考
古
学
に

よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
き
た
[

菱
田
︑
一
九
八
六
／
大
脇
︑
一
九
九
四
／
森
︑
一
九
九
八
]

︒
軒
瓦
の
文
様

や
製
作
技
法
か
ら
見
れ
ば
︑
倭わ

国こ

く

(

日
本
)

最
初
の
本
格
的
寺
院
は
飛
鳥

あ

す

か

寺で

ら

で
あ
る(


)
︒
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
︑
飛
鳥
寺
は
塔
を
中
心
と
し
︑
そ
の
北
・
東
・
西
に
三
つ
の
金
堂
を
置
く
︑
特
異
な
伽
藍

配
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
︑
飛
鳥
の
真ま

か

神み

が

原は

ら

に
こ
の
寺
を
建
て
た

の
は
︑
大お

お

臣お

み

蘇そ

我が

の

馬う

ま

子こ

で
あ
る
︒
百
済

く

だ

ら

王
が
倭
国
に
仏
教
を
伝
え
た
の
は
︑
五
三
八
年
と
も
五
五

二
年
と
も
さ
れ
る
が(�

)
︑
蘇
我
氏
は
ず
っ
と
仏
教
護
持
の
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
朝
廷
の
排

仏
論
を
お
さ
え
こ
み
︑
崇す

し

峻ゅ

ん

元
年
(

五
八
八
)

に
飛
鳥
寺
の
建
設
を
始
め
た
の
で
あ
る
︒
八
年
後
に

は
主
な
堂
塔
が
で
き
あ
が
り
︑
つ
い
で
仏
像
の
制
作
が
進
め
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
事
業
を
支
え

た
の
は
百
済
の
技
術
者
た
ち
だ
っ
た
︒
飛
鳥
寺
は
蘇
我
氏
の
庇
護
の
も
と
︑
倭
国
の
新
し
い
宗

教
・
技
術
の
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
く
︒

や
が
て
︑
王
族
・
豪
族
に
も
寺
院
を
建
て
た
い
と
考
え
る
人
々
が
現
わ
れ
︑
そ
れ
と
と
も
に
飛

鳥
寺
の
新
技
術
が
広
ま
っ
た
︒
た
と
え
ば
飛
鳥
寺
の
瓦
工
人
は
︑
す
ぐ
近
く
の
豊
浦

と

ゆ

ら

寺で

ら

の
建
設
に

も
参
加
し
︑
つ
い
で
斑
鳩
の
法
隆
寺
︑
さ
ら
に
摂せ

っ

津つ

の
四
天
王
寺
に
移
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る(�
)
︒
豊
浦
寺
は
お
そ
ら
く
推す

い

古こ

天
皇
︑
法
隆
寺
・
四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子
に
関
わ
る
寺
院
で
︑
二
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こ
の
史
料
は
近
世
に
捏
造
さ

れ
た
偽
文
書
な
の
で
[

馬
部
︑

二
〇
一
九
]

︑
信
用
し
て
は

い
け
な
い
︒

(

@

)

西
院
伽
藍
の
東
方
に
︑

夢
殿
を
中
心
と
す
る
東
院
伽

藍
(

上じ

ょ

宮う

ぐ

王う

お

院う

い

)
ん

が
あ
る
︒
こ

れ
は
天
平
七
年
(

七
三
五
)

か

ら
同
一
一
年
に
か
け
︑こ

光う

み

明ょ

う

皇
后
が
創
建
し
た
寺
院
で
あ

る
︒
こ
の
場
所
に
は
か
つ
て

聖
徳
太
子
の
斑
鳩
宮
が
あ
っ

た
︒
光
明
皇
后
は
︑
律
師

行ぎ

ょ

信う

し

のん

働
き
か
け
に
よ
っ
て

太
子
信
仰
を
深
め
︑
そ
の
跡

地
に
太
子
を
ま
つ
る
寺
院
を

建
立
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う

し
た
文
献
的
知
見
は
︑
発
掘

調
査
で
見
つ
か
っ
た
遺
構
や

軒
瓦
な
ど
の
考
古
学
的
研
究

に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
︒

(

A

)

な
お
︑
蘇
我
馬
子
は

敏
達
一
三
年
(

五
八
四
)

︑
石



人
は
と
も
に
蘇
我
氏
の
血

を
ひ
く
王
族
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
続
き
︑
斑
鳩
周
辺

で
は
中ち

ゅ

宮う

ぐ

寺う

じ

・
平
隆
寺
・

法ほ

っ

起き

寺じ

︑
飛
鳥
で
は
坂さ

か

田た

寺で

ら

・
奥
山
廃
寺
︑
河
内

か

わ

ち

で

は
船
橋
廃
寺
・
新し

ん

堂ど

う

廃
寺
︑

山や

ま

背し

ろ

で
は
北
野
廃
寺
が
建

て
ら
れ
る
︒
飛
鳥
寺
院
は
︑

蘇
我
氏
・
蘇
我
系
王
族
の

権
勢
の
も
と
︑
ほ
と
ん
ど

が
畿
内
地
方
に
生
ま
れ
︑

推
古
三
二
年
(

六
二
四
)

に
は
僧
寺
・
尼
寺
あ
わ
せ
て
四
六
寺
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う(10

)
(

図
�

)

︒

こ
う
し
た
流
れ
を
変
え
た
の
が
︑
舒じ

ょ

明め

い

天
皇
に
よ
る
百
済

く

だ

ら

大だ

い

寺じ

の
創
建
で
あ
っ
た
︒
舒
明
一
一

年
(

六
三
九
)

︑
彼
は
百
済
川
の
ほ
と
り
で
王
宮
と
寺
院
の
建
設
を
始
め
︑
百
済
大
寺
に
九
重
塔
を

建
て
た
︒
聖
徳
太
子
に
よ
る
斑
鳩
宮
・
斑
鳩
寺
の
造
営
を
ま
ね
た
も
の
だ
が
︑
天
皇
の
勅
願
寺
が

創
建
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
︒
蘇
我
氏
の
血
を
引
か
な
い
舒
明
天
皇
は
︑
こ
の
こ
と

6

図 3 近畿地方の寺院分布図([上田，1979]巻末

地図を参考に作図)

川
宅
に
仏
殿
を
造
り
︑
翌
年

に
は
大
野
丘
の
北
に
塔
を
建

て
た
と
い
う
(﹃
日
本
書
紀
﹄

敏
達
一
三
年
是
歳
条
・
一
四

年
二
月
壬
寅
条
)

︒

(

B

)

公
伝
を
五
三
八
年
と

す
る
の
は
﹃
元
興
寺
縁
起
﹄
︑

五
五
二
年
と
す
る
の
は
﹃
日

本
書
紀
﹄
で
あ
る
が
︑
い
ず

れ
と
も
決
め
が
た
い
︒

(

C

)

初
期
の
瓦
工
人
が
い

く
つ
か
の
集
団
か
ら
な
っ
て

い
た
こ
と
は
︑
本
書
︑
菱
田

﹁
遺
跡
か
ら
み
た
古
代
寺
院

の
機
能
﹂
一
一
三
頁
︑
本
文

お
よ
び
注
30
参
照
︒

(

10
)

『

日
本
書
紀
﹄
推
古
三

二
年
九
月
丙
子
条
︒
﹁
寺
お

よ
び
僧
尼
を
校か

ぞ

え
て
︑
つ
ぶ

さ
に
そ
の
寺
の
造
る
と
こ
ろ

の
縁
︑
ま
た
僧
尼
の
入
道
の

縁
︑
お
よ
び
度
(

僧
尼
と
し

て
認
可
)

せ
る
年
月
日
を
録



に
よ
っ
て
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
百
済
大
寺
の
遺
跡
は
近
年
︑
奈
良
県
桜
井
市

の
吉き

備び

池い

け

廃
寺
(

図
�

)

で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
[

奈
良
文
化
財
研
究
所
編
︑
二
〇
〇
三
]

︒
飛
鳥
寺
の

三
倍
の
面
積
の
金
堂
基
壇
と
︑
高
さ
八
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
塔
の
基
壇
が
東
西
に
な
ら
ぶ
︑
壮
大

な
寺
院
遺
跡
で
あ
る
︒
軒
瓦
は
か
つ
て
﹁
山や

ま

田だ

寺で

ら

式(11
)
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
︑
勅
願
寺
の
権

威
ゆ
え
か
︑
飛
鳥
寺
の
瓦
に
か
わ
っ
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
︒
舒
明
の
死
後
︑
百
済
大
寺
は

妻
のこ

皇う

ぎ

極ょ

く

天
皇
に
受
け
つ
が
れ
︑
そ
の
後
も
舒
明
・
皇
極

の
子
孫
で
あ
る
歴
代
天
皇
の
崇
敬
を
う
け
た
︒
何
度
も
移

転
し
︑
寺
号
を
高
市

た

け

ち

大
寺
・
大だ

い

官か

ん

大
寺
・
大だ

い

安あ

ん

寺じ

と
改
め

な
が
ら
︑
ず
っ
と
官
大
寺(12

)
の
ト
ッ
プ
に
あ
り
続
け
た
の
で

あ
る
︒

白
鳳
寺
院

｢

脱
・
蘇
我
氏
﹂
を
決
定
づ
け
た
の
は
︑
皇
極
四
年
(

六

四
五
)

の
宮
廷
ク
ー
デ
タ
と
そ
れ
に
続
く
大
化
改
新
で
あ

る
︒
蘇
我
本
宗
家
を
滅
ぼ
し
た
改
新
政
権
は
︑
み
ず
か
ら

が
仏
教
興
隆
を
は
か
り
︑
王
族
・
豪
族
た
ち
の
寺
院
建
設

を
助
け
る
と
宣
言
し
た
︒
お
そ
ら
く
こ
の
政
策
を
う
け
て
︑

7 〈古代寺院〉への招待(吉川真司)

図 4 吉備池廃寺(写真提供＝奈良文化財研究所)

す
る
な
り
︒
こ
の
時
に
あ
た

り
︑
寺
四
十
六
所
︑
僧
八
百

十
六
人
・
尼
五
百
六
十
九
人
︑

あ
わ
せ
て
一
千
三
百
八
十
五

人
あ
り
﹂
︒

(

11
)

山
田
寺
で
見
つ
か
る

の
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑

吉
備
池
廃
寺
の
発
見
に
よ
り
︑

先
に
こ
ち
ら
で
製
作
・
使
用

さ
れ
た
文
様
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
︒
主
な
軒
瓦
の
文

様
は
一
二
袞
一
三
頁
の
図
を

参
照
︒

(

12
)

朝
廷
が
建
設
・
運
営

し
た
大
寺
院
の
こ
と
︒
も
っ

と
も
︑
天
皇
が
発
願
し
た
︑

天
皇
家
の
法
会
を
行
な
う
た

め
の
寺
院
で
あ
る
か
ら
︑
比

喩
的
に
言
え
ば
︑
天
皇
家
の

﹁
氏
寺
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
﹁
勅
願
寺
﹂

も
﹁
官
大
寺
﹂
も
︑
内
実
は

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
︒



畿
内
地
域
だ
け
で
な
く
︑
列
島
各
地
で
続
々
と
寺
院
が
建
て
ら
れ
て
い
く
︒

改
新
か
ら
平
城
遷
都
こ
ろ
ま
で
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
を
ふ
つ
う
﹁
白
鳳
寺
院
﹂
と
呼
び
︑
そ
の

総
数
は
飛
鳥
寺
院
の
お
よ
そ
一
〇
倍
に
も
な
る
︒
持じ

統と

う

六
年
(

六
九
二
)

の
倭
国
に
は
五
四
五
の
寺

が
あ
っ
た
と
さ
れ(13

)
︑
飛
鳥
・
白
鳳
寺
院
の
遺
跡
数
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
︒
改
新
政
権
は
︑

全
国
に
コ
ホ
リ
(

評
︑
の
ち
の
郡
)

と
い
う
地
方
行
政
組
織
を
置
い
た
が
︑
そ
の
数
も
六
〇
〇
ほ
ど

で
︑
平
均
す
れ
ば
﹁
一
郡
に
一
寺
﹂
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
コ
ホ
リ
が
全
国
に
く
ま
な
く
置
か
れ

た
の
に
対
し
︑
白
鳳
寺
院
は
分
布
に
か
た
よ
り
が
あ
り
︑
畿
外
で
は
近
江

お

う

み

・
播
磨

は

り

ま

・
備び

っ

中ち

ゅ

・う

讃
岐

さ

ぬ

き

・
伊い

予よ

な
ど
に
多
く
︑
日
本
海
側
は
な
ぜ
か
少
な
い
[

菱
田
︑
二
〇
〇
二
]

︒
そ
う
し
た
偏
差

を
も
ち
な
が
ら
︑
律
令
体
制
の
形
成
と
と
も
に
︑
あ
た
か
も
双
生
児
の
よ
う
に
︑
寺
院
と
コ
ホ
リ

は
列
島
各
地
に
姿
を
現
わ
し
て
い
っ
た
︒

瓦
の
文
様(14

)
を
見
て
み
る
と
︑
各
地
の
白
鳳
寺
院
に
は
百
済
大
寺
の
﹁
山
田
寺
式
﹂
軒
瓦
︑
つ
い

で
﹁
川か

わ

原は

ら

寺で

ら

式
﹂
軒
瓦
を
用
い
る
も
の
が
目
立
つ
︒
川
原
寺
は
六
六
〇
年
代
前
半
に
︑
天て

ん

智じ

天
皇

が
飛
鳥
に
創
建
し
た
倭
国
第
二
の
勅
願
寺
で
あ
る
︒
天
智
・
天
武
朝
に
川
原
寺
式
軒
瓦
が
広
が
っ

た
の
は
︑
直
接
的
に
せ
よ
︑
間
接
的
に
せ
よ
︑
王
権
に
よ
る
造
寺
支
援
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
法
隆
寺
は
天
智
九
年
(

六
七
〇
)

の
全
焼
後
︑
ほ
ど
な
く
し
て
再
建
さ
れ
︑
瓦
の
文
様
も
新

調
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
法
隆
寺
式
﹂
軒
瓦
も
各
地
で
出
土
し
て
い
る
が
︑
そ
の
多
く
は
法
隆
寺
と
結

び
つ
い
た
地
域
・
寺
院
の
遺
跡
で
あ
る
[

鬼
頭
︑
一
九
七
七
]

︒
貴
族
・
豪
族
や
僧
侶
な
ど
︑
さ
ま

8

(

13
)

『

扶
桑
略
記
﹄
持
統
六

年
九
月
条
︒
﹁
勅
あ
り
て
︑

天
下
の
諸
寺
を
計か

ぞ

え
し
む
︒

す
べ
て
五
百
四
十
五
寺
︒
寺

別
に
灯と

う

分ぶ

ん

稲と

う

(

灯
明
の
財
源

と
な
る
稲
)

一
千
束
を
施
入

す
︒
大
官
大
寺
に
は
︑
資

財
・
奴
婢
を
種
々
施
入
し
︑

旧
き
洪
鐘
(

梵
鐘
)

を
改
め
︑

銅
数
千
斤
を
加
え
調と

と

えの

て
︑

新
た
に
こ
れ
を
鋳
る
﹂
︒

(

14
)

本
書
︑
一
二
袞
一
三

頁
﹁
古
代
寺
院
の
軒
瓦
﹂
図

お
よ
び
海
野
聡
﹁
寺
院
建
築

と
古
代
社
会
﹂
二
三
二
頁
︑

注
51
参
照
)

︒



ざ
ま
な
人
的
関
係
を
た
ど
っ
て
︑
中
央
の
技
術
が
全
国
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

天
武
二
年
(

六
七
三
)

︑
天
武
天
皇
は
飛
鳥

あ

す

か

浄き

よ

御み

は

原ら

の

宮み

や

で
即
位
す
る
と
︑
そ
の
北
方
に
百
済
大
寺

を
移
し
て
高
市
大
寺
(

の
ち
大
官
大
寺
)

と
し
[

小
澤
︑
二
〇
一
九
]

︑
川
原
寺
や
飛
鳥
寺
の
整
備
に
も

力
を
入
れ
た
︒
飛
鳥
の
都
に
は
豪
族
た
ち
も
寺
院
を
営
ん
で
お
り
︑
天
武
朝
に
は
京
内
に
二
四
以

上
の
寺
が
あ
っ
た(15

)
︒
﹁
仏
都
﹂
の
始
ま
り
で
あ
る
︒
や
が
て
天
武
九
年
︑
大
化
の
寺
院
支
援
策
が

改
め
ら
れ
︑
天
皇
直
営
の
﹁
国く

に

大の

だ

寺い

じ

﹂
︑
三
〇
年
間
の
援
助
を
続
け
る
﹁
有ゆ

う

封ふ

う

寺じ

﹂
︑
そ
の
ほ
か
の

一
般
寺
院
と
い
う
三
つ
の
ラ
ン
ク
が
定
め
ら
れ
た(16

)
︒
天
武
九
年
の
三
〇
年
後
と
い
え
ば
︑
平
城
遷

都
が
行
な
わ
れ
た
和
銅
三
年
(

七
一
〇
)

で
あ
る
が
︑
そ
の
こ
ろ
に
は
白
鳳
寺
院
の
創
建
ラ
ッ
シ
ュ

も
終
焉
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る(17

)
︒

天
武
天
皇
は
︑
天
武
五
年
に
新
し
い
都
の
造
営
を
始
め
︑
い
っ
た
ん
中
断
し
た
の
ち
︑
同
一
一

年
に
再
開
し
た
︒
彼
の
死
後
︑
持
統
天
皇
が
事
業
を
受
け
つ
ぎ
︑
持
統
八
年
(

六
九
四
)

に
遷
都
が

な
さ
れ
た
︒
こ
れ
が
十
条
十
坊
の
正
方
形
都
城
︑
藤ふ

じ

原わ

ら

京き

ょ

でう

あ
る
[

小
澤
︑
二
〇
〇
三
]

︒

藤
原
京
の
計
画
・
造
営
と
と
も
に
︑
多
く
の
寺
院
が
そ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
︒
天
武
九

年
に
天
武
天
皇
が
発ほ

つ

願が

ん

し
た
薬や

く

師し

寺じ

︑
文も

ん

武む

朝
に
移
さ
れ
て
き
た
大
官
大
寺
な
ど
は
︑
条
坊
に
き

っ
ち
り
合
わ
せ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
︒
藤
原
京
の
北
部
(

横よ

こ

大お

お

路じ

以
北
)

は
︑
飛
鳥
の
都
と
重
な
ら

な
い
た
め
寺
院
が
見
あ
た
ら
な
い
が
︑
あ
と
何
十
年
か
都
が
存
続
す
れ
ば
︑
こ
こ
に
も
新
し
い
寺

院
が
建
ち
な
ら
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
︒

9 〈古代寺院〉への招待(吉川真司)

(

15
)

『

日
本
書
紀
﹄
天
武
九

年
五
月
乙
亥
条
︒
﹁
京
内
二

十
四
寺
﹂
に
繊
維
製
品
が
勅

施
入
さ
れ
た
の
だ
が
︑
倭
京

(

飛
鳥
の
都
)

に
あ
っ
た
全
寺

院
を
対
象
に
し
た
と
は
限
ら

な
い
︒
な
お
︑
天
智
朝
に
は

川
原
寺
の
ほ
か
︑
近
江
遷
都

に
と
も
な
い
︑
大
津
宮
北
方

に
南
滋
賀
廃
寺
と
崇
福
寺
が

創
建
さ
れ
た
︒

(

16
)

『

日
本
書
紀
﹄
天
武
九

年
四
月
是
月
条
︒

(

17
)

寺
院
の
建
設
に
は
長

い
時
間
が
か
か
る
の
で
︑
そ

の
後
も
継
続
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
︑
新
た
に
創
建
さ
れ
る

こ
と
は
減
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
な
お
︑
霊
亀
二
年

(

七
一
六
)

の
寺
院
併
合
令
も
︑

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
か

ら
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
︒



し
か
し
︑
和
銅
三
年
の
平
城
遷
都
に
よ
り
︑
藤
原
京
は
廃
止
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
時
︑
古
代

史
上
で
た
だ
一
度
︑
数
多
く
の
寺
院
の
移
転
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
大

官
大
寺
(

平
城
京
で
は
大
安
寺
)

︑
薬
師
寺
︑
飛
鳥
寺
(

元が

ん

興ご

う

寺じ

)

︑う

厩ま

や

坂さ

か

寺で

ら

(

興こ

う

福ふ

く

寺じ

)

(18
)
を
は
じ
め
と
す

る
諸
寺
が
︑
寺
号
と
人
員
・
資
財
を
受
け
つ
ぎ
な
が
ら
︑
平
城
京
で
新
造
さ
れ
た
︒
川
原
寺
の
よ

う
に
動
か
な
か
っ
た
寺
院
も
あ
る
が
︑
移
転
し
た
寺
院
で
も
︑
旧
伽
藍
は
も
と
の
場
所
に
そ
の
ま

ま
残
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
︒

国
分
寺
と
東
大
寺

奈
良
時
代
に
な
る
と
︑
全
国
の
豪
族
た
ち
の
寺
院
建
立
熱
は
下
が
り
︑
氏
寺
の
創
建
は
か
な
り

少
な
く
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
天
平
年
間
(

七
二
九
袞
七
四
九
年
)

に
入
る
こ
ろ
か
ら
︑
聖し

ょ

武う

む

天
皇
・
光こ

う

明
み

ょ

う

皇
后
が
仏
教
に
傾
倒
し
︑
古
代
寺
院
史
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒

神
亀
五
年
(

七
二
八
)

︑
聖
武
天
皇
の
皇
子
・
某
王(19

)
が
夭
折
す
る
と
︑
そ
の
冥
福
を
祈
っ
て
山
房

(

金こ

ん

鍾し

ゅ

寺じ

)

が
創
建
さ
れ
た
︒
山
房
は
大
規
模
な
山
林
寺
院
で
︑
そ
の
遺
址
が
東
大
寺
丸ま

る

山や

ま

西に

し

遺
跡

と
考
え
ら
れ
る
[

吉
川
︑
二
〇
〇
〇
]

︒
こ
こ
に
積
極
的
な
官
寺
造
営
の
時
代
が
幕
を
あ
け
た
︒
や

が
て
天
平
七
年
(

七
三
五
)

・
九
年
に
疫
病
が
大
流
行
し
︑
列
島
社
会
が
深
刻
な
危
機
に
陥
る
と
︑

聖
武
は
全
国
に
国こ

く

分ぶ

ん

寺じ

・
国こ

く

分ぶ

ん

尼に

寺じ

を
建
て
︑
人
々
の
精
神
的
救
済
を
は
か
っ
た
︒
さ
ら
に
聖
武

は
︑
盧る

舎し

ゃ

那な

大
仏
を
知
識
(

仏
教
的
作さ

善ぜ

ん

を
行
な
う
信
仰
グ
ル
ー
プ
︒
智
識
と
も
)

の
力
に
よ
っ
て
建
立

10

(

18
)

藤
原
氏
の
氏
寺
︒
藤

原
鎌
足
が
山
城
国
宇
治
郡
に

建
て
た
山や

ま

階し

な

寺で

ら

を
起
源
と
し
︑

大
和
国
高
市
郡
に
移
さ
れ
て

厩
坂
寺
と
な
り
︑
さ
ら
に
平

城
京
で
興
福
寺
に
改
め
ら
れ

た
︒
こ
う
し
た
歴
史
を
裏
付

け
る
よ
う
に
︑
興
福
寺
領
の

山
城
国
宇
治
荘
・
大
和
国
雲

飛
荘
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
山
階

寺
・
厩
坂
寺
の
故
地
を
受
け

継
い
で
い
る
ら
し
い
[

吉
川
︑

二
〇
〇
九
]

︒
平
隆
寺
で
も

そ
う
だ
っ
た
が
︑
古
代
の
荘

園
史
・
土
地
制
度
史
を
き
ち

ん
と
理
解
し
て
い
れ
ば
︑
寺

院
史
の
研
究
に
も
役
立
つ
こ

と
が
多
い
︒

(

19
)

｢

基
王
﹂
と
す
る
説
も

あ
る
が
︑
古
代
王
族
の
名
は
︑

氏
族
名
や
地
名
に
よ
る
の
が

ふ
つ
う
で
︑
ど
ち
ら
で
も
な

い
﹁
モ
ト
イ
﹂
は
不
自
然
で

あ
る
︒
正
式
に
命
名
さ
れ
な

い
ま
ま
夭
折
し
た
た
め
︑




