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一
　
百
済
大
寺
と
大
王
家

　
近
年
、
考
古
学
の
発
達
に
よ
り
日
本
に
お
い
て
も
原
始
、
古
代
の
時
代
の
思
い
が
け
ぬ
大
遺
跡
の
発
見
・
発
掘
が
報
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
そ
の
発
見
の
多
く
は
土
地
の
大
開
発
に
伴
う
こ
と
が
多
く
、
発
見
の
一
面
、
十
分
な
調
査
が
行
な
わ
れ
ず
に
消
滅
す
る
遺

跡
も
少
な
く
な
く
、
現
状
を
手
放
し
に
喜
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
発
掘
に
よ
る
新
知
見
に
よ
っ
て
原
始
・
古
代
史
の
研
究
が
進
歩
す
る

こ
と
は
、
や
は
り
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
か
に
は
土
地
の
開
発
に
も
と
っ
く
の
で
は
な
く
、
学
問
的
関
心
か
ら
企
画
さ
れ
た
発
掘
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
知
ら
れ
な
か

っ
た
重
要
な
遺
跡
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
一
九
九
六
年
以
来
実
施
さ
れ
た
桜
井
市
吉
備
の
吉
備
池
廃
寺
の
調
査
に
よ
っ
て
、

百
済
大
寺
と
推
定
さ
れ
る
大
寺
院
が
検
出
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
一
例
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
今
ま
で
吉
備
池
廃
寺
と
仮
称
さ
れ
て
い
た
こ
の
遺
跡
は
、
一
九
九
六
年
か
ら
九
八
年
に
至
る
調
査
の
結
果
、
版
築
で
き
ず
か
れ
た
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百済大寺の建立と阿倍氏

誉
N
。
。
目
×
ω
刈
目
の
面
積
を
持
つ
金
堂
と
、
誉
ω
O
目
×
ω
O
巨
の
面
積
の
塔
を
持
ち
、
出
土
の
古
瓦
か
ら
建
築
年
代
は
七
世
紀
前
半
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
る
大
寺
院
の
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
寺
院
の
規
模
が
そ
の
こ
ろ
の
寺
院
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
こ
と
は
、
六
四
三
年
（
皇

極
出
）
ま
で
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
創
建
法
隆
寺
（
若
草
伽
藍
）
の
金
堂
が
一
㊤
．
㎝
目
×
旨
邑
、
塔
が
一
9
㊤
目
×
一
9
㊤
目

の
面
積
を
持
ち
、
六
四
三
年
に
金
堂
が
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
る
山
田
寺
の
金
堂
が
一
ρ
。
。
目
×
一
〇
』
邑
、
塔
が
一
P
。
。
ヨ
×
蕊
．
。
。
ヨ
の
面

積
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
発
掘
に
関
係
し
た
小
沢
毅
氏
は
種
々
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
こ
の
巨
大
な
寺
が
六
三
九
年
（
平

明
一
一
）
七
月
に
造
作
の
詔
が
下
さ
れ
、
六
四
二
年
（
皇
極
言
）
九
月
に
天
皇
が
「
近
江
と
越
の
丁
」
を
発
し
て
造
営
を
命
じ
た
大
寺
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

す
な
わ
ち
百
済
大
寺
に
相
当
す
る
と
し
た
論
証
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
百
済
大
寺
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
予
想
以
上
に
大
規
模

な
寺
院
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

　
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
寺
院
の
造
営
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇

（
大
王
）
家
の
主
導
の
も
と
に
企
画
さ
れ
た
最
初
の
寺
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
き
に
簡
単
に
ふ
れ
て
出
典
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
六

三
九
年
に
野
明
天
皇
が
造
作
を
詔
し
た
こ
と
や
、
六
四
二
年
に
皇
極
天
皇
が
近
江
と
越
の
丁
を
発
し
て
造
営
を
命
じ
た
こ
と
は
、
い
ず
れ

も
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
紀
』
と
略
す
）
に
み
え
て
、
信
愚
性
が
高
い
。

　
ま
た
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
以
下
「
大
安
寺
資
財
帳
」
と
略
す
）
に
は
、
田
村
皇
子
が
天
皇
の
位
に
つ
い
た
十
一
年

（
酵
明
十
一
年
）
二
月
に
、
「
百
済
川
の
側
に
、
子
部
社
を
切
り
動
い
て
、
院
寺
家
、
九
重
の
塔
を
建
て
、
三
百
戸
の
封
を
入
れ
賜
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
し
た
し
ら
す

号
し
て
百
済
大
寺
と
日
う
。
（
中
略
）
後
の
岡
帰
塁
に
御
　
宇
天
皇
（
皇
極
）
此
を
造
り
、
寺
司
に
阿
倍
倉
橋
麻
呂
・
穂
積
百
足
の
二

　
　
ま

人
を
活
け
賜
う
」
と
あ
る
。
右
の
文
中
、
九
重
の
塔
の
建
立
や
封
戸
三
百
戸
の
落
入
な
ど
疑
問
の
箇
所
も
あ
る
が
、
野
明
と
そ
の
皇
后
で
、

の
ち
皇
極
と
な
る
二
人
の
天
皇
に
よ
っ
て
百
済
大
寺
の
建
立
が
進
め
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
は
、
『
紀
』
所
伝
を
傍
証
す
る
史
料
と
し
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

　
野
明
以
前
も
廃
仏
の
立
場
を
と
る
天
皇
は
い
な
か
っ
た
が
、
『
紀
』
欽
明
十
三
年
十
月
条
に
物
部
尾
長
と
中
臣
滝
子
に
よ
る
廃
仏
記
事

1072



直　木　孝次郎

や
、
『
紀
』
敏
達
十
四
年
三
月
条
に
物
部
守
屋
と
中
臣
勝
海
に
よ
る
廃
仏
記
事
を
見
る
と
、
欽
明
も
敏
達
も
伽
藍
に
火
を
放
ち
、
仏
像
を

堀
江
に
流
す
と
い
っ
た
廃
仏
派
の
過
激
な
行
為
を
黙
認
し
て
い
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
面
明
・
敏
達
の
つ
ぎ
に
即
位
す
る
用
明
天

皇
は
、
そ
の
即
位
前
紀
に
「
仏
法
を
信
じ
、
神
道
を
尊
ぶ
」
と
あ
り
、
や
は
り
積
極
的
な
崇
仏
派
と
は
思
わ
な
い
。

　
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
六
世
紀
中
葉
以
降
、
七
世
紀
初
め
ご
ろ
ま
で
、
中
央
の
政
界
に
お
い
て
仏
教
を
信
じ
流
布
に
努
め
た
の
は
、

通
説
に
い
う
よ
う
に
蘇
我
氏
お
よ
び
そ
れ
と
関
係
の
深
い
皇
族
（
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
）
や
氏
族
（
た
と
え
ば
渡
来
系
氏
族
の
東
漢
語
）

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
ま
で
天
皇
は
廃
仏
と
崇
仏
の
中
間
的
立
場
を
と
り
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
仏
教
の
流
布
に
つ
と
め
た
形
跡
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

鍔
明
天
皇
に
至
っ
て
は
じ
め
て
仏
教
信
仰
に
身
を
投
じ
、
寺
院
の
造
営
、
仏
教
の
宣
布
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
長
い
間
の
天
皇
（
大
王
）
家
の
伝
統
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
辞
明
が
仏
教
の
側
に
身
を
置
い
た
の
は
、
推
古
朝
に
は
じ
ま

る
晴
と
の
通
航
、
さ
ら
に
箭
明
二
年
（
六
三
〇
）
の
遣
唐
使
の
派
遣
、
同
四
年
の
唐
使
の
来
朝
（
同
時
に
遣
唐
使
帰
国
）
等
に
よ
っ
て
、

仏
教
が
東
ア
ジ
ア
の
全
体
を
覆
う
す
ぐ
れ
た
宗
教
で
あ
り
文
化
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
旦
そ
れ
に
気
づ
く
と
、
仏
教

の
宣
伝
、
流
布
を
蘇
我
氏
の
手
に
任
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
仏
教
の
教
権
を
蘇
我
氏
か
ら
取
り
か
え
す
必
要
の
あ
る
こ
と
を
痛

感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
教
権
を
わ
が
手
に
握
る
た
め
に
は
、
蘇
我
氏
の
仏
教
が
拠
っ
て
立
つ
飛
鳥
寺
よ
り
、
さ
ら
に
立
派
な
寺
院
を
天
皇
の
手
で
造
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
野
明
・
皇
極
の
両
天
皇
が
百
済
大
寺
と
い
う
大
寺
院
の
建
立
を
思
い
立
っ
た
主
要
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
蘇
我
氏
は
舖
明

か
ら
い
え
ば
一
時
満
配
の
馬
子
の
時
に
、
一
管
三
金
堂
の
本
格
的
大
陸
風
の
寺
院
の
建
立
に
着
手
し
、
推
古
朝
中
期
の
六
↓
○
年
（
推
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
　

一
八
）
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
。
一
塔
一
金
堂
の
形
式
で
建
て
る
な
ら
、
よ
ほ
ど
壮
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
飛
鳥
寺
に
対
し
て
見

劣
り
が
す
る
。
こ
う
し
て
企
画
さ
れ
た
の
が
百
済
大
寺
の
建
築
プ
ラ
ン
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
建
築
に
着
手
し
た
の
は
、
前
記
し
た
『
紀
』

に
伝
え
る
通
り
六
三
九
年
（
野
明
＝
）
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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二
　
百
済
大
寺
の
建
立
を
助
け
た
氏
族

roS

百済大寺の建立と阿倍氏

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
百
済
大
寺
は
、
天
皇
（
大
王
）
家
が
仏
教
の
後
援
者
（
大
檀
那
）
に
な
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
当
時
の
他
の
寺
院
と
は
比
較
を
絶
し
て
大
き
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
大
王
家
の
決
意
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
巨
大
に
す
ぎ
る
感
は
拭
え
な
い
。
塔
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
前
記
し
た
よ
う
に
創
建
法
隆
寺
の
塔
の
基
壇
が
観
・
㊤
巨
×

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
9
㊤
目
“
誉
b
。
㎝
。
。
氏
で
あ
る
の
に
対
し
、
。
。
O
目
×
ω
O
目
1
1
㊤
O
O
眺
で
、
約
三
・
六
倍
で
あ
る
。
再
建
法
隆
寺
（
現
法
隆
寺
）
の
塔
基
壇
は

一
ω
』
目
×
一
ω
・
㊤
目
1
1
誉
一
㊤
ω
鑑
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
石
盛
・
七
倍
に
な
る
。
塔
の
高
さ
は
創
建
法
隆
寺
の
場
合
は
不
明
だ
が
、
現
法
隆
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
総
高
三
四
・
一
メ
ー
ト
ル
、
百
済
大
寺
の
塔
は
完
成
し
た
と
す
る
と
八
○
～
九
〇
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
現
法
隆
寺
塔
の

約
二
・
五
倍
と
な
る
。
蘇
我
馬
子
の
建
立
し
た
飛
鳥
寺
は
、
当
時
と
し
て
は
壮
麗
さ
に
お
い
て
画
期
的
な
寺
で
は
あ
っ
た
が
、
塔
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

て
み
る
と
基
壇
の
大
き
さ
は
一
辺
一
ニ
メ
ー
ト
ル
だ
か
ら
、
基
壇
面
積
は
一
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
百
済
大
寺
の
六
分
の
一
以
下
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
大
寺
院
を
七
世
紀
前
半
の
大
王
家
が
建
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
化
の
新
政
や
壬
申
の
乱
を
経
て
国
家

統
一
が
進
ん
だ
天
武
朝
以
後
の
天
皇
な
ら
と
も
か
く
、
諸
氏
族
の
勢
力
が
ま
だ
強
大
で
あ
っ
た
野
明
・
皇
極
朝
で
は
、
百
済
大
寺
の
建
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
企
画
す
る
こ
と
は
大
王
家
だ
け
で
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
大
事
業
に
着
手
す
る
に
は
、
い
ず
れ
か

の
有
力
豪
族
の
協
力
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

　
で
は
そ
の
豪
族
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
有
力
豪
族
と
い
え
ば
第
一
に
念
頭
に
浮
ぶ
の
は
蘇
我
氏
だ
が
、
私
見
が
認
め
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
百
済
大
寺
の
建
立
は
そ
も
そ
も
蘇
我
氏
か
ら
仏
教
教
権
を
奪
い
か
え
す
こ
と
を
主
要
な
目
的
に
立
案
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
大

王
家
が
蘇
我
氏
の
協
力
を
仰
ぐ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
際
大
王
家
が
頼
り
と
し
た
豪
族
は
阿
倍
臣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
氏
族
の
活
動
は
と
く
に
推
古
紀
か
ら
野
明
紀
に
顕
著
で
あ
る
。
ま
ず
阿
倍
臣
鳥
で
あ
る
が
、
推
古
十
六
年
八
月
に
物
部
建
網
連
抱

と
と
も
に
導
高
潔
と
な
っ
て
晴
使
斐
世
清
の
入
京
を
迎
え
、
同
十
八
年
十
月
の
新
羅
無
人
入
朝
の
際
は
大
伴
連
咋
・
蘇
我
豊
浦
臣
蝦
夷
・

坂
本
臣
湯
手
の
三
人
と
と
も
に
こ
れ
を
庭
中
に
迎
え
、
同
二
十
年
二
月
に
十
二
の
妃
蘇
我
忙
中
媛
を
改
葬
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
天
皇
の

命
を
些
し
た
。
な
お
こ
の
二
十
年
二
月
紀
に
は
「
阿
倍
賢
臣
鳥
」
と
あ
っ
て
、
鳥
は
公
式
に
は
阿
倍
内
と
い
う
複
姓
を
ウ
ジ
と
し
た
こ
と

　
　
　
　
け
　

が
知
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
推
古
三
十
二
年
十
月
紀
に
阿
倍
臣
摩
侶
が
見
え
る
。
大
臣
馬
子
が
阿
曇
連
（
唱
名
）
と
阿
倍
臣
摩
呂
の
二
人
を
天
皇
の
も
と
に

遣
わ
し
て
、
葛
城
県
を
馬
子
に
賜
わ
る
こ
と
を
奏
せ
し
め
た
と
あ
る
。
ま
た
野
明
即
位
前
章
で
は
推
古
天
皇
の
没
後
、
大
臣
と
な
っ
た
蘇

我
蝦
夷
は
後
継
の
天
皇
を
定
め
る
の
に
、
阿
倍
麻
呂
（
原
文
「
阿
倍
麻
呂
臣
」
）
と
議
し
て
群
臣
を
大
臣
の
家
に
集
め
て
意
見
を
訊
い
た

と
あ
る
。
こ
の
阿
倍
臣
手
番
（
麻
呂
）
は
孝
徳
即
位
前
紀
に
蘇
我
本
宗
家
滅
亡
後
に
左
大
臣
の
地
位
に
つ
い
た
と
あ
る
「
阿
倍
内
麻
呂
臣
」

と
恐
ら
く
は
同
一
人
物
で
あ
っ
て
、
や
は
り
阿
倍
内
と
い
う
複
姓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
阿
倍
麻
呂
は
、
左
大
臣
と
な
っ

た
こ
と
の
見
え
る
『
紀
』
の
皇
極
四
年
六
月
甘
辛
（
十
四
日
）
条
の
翌
日
の
辛
亥
（
十
五
日
）
の
条
に
「
阿
倍
倉
梯
麻
呂
大
臣
」
と
あ
る

か
ら
、
倉
梯
麻
呂
と
も
言
っ
た
。
『
公
卿
補
任
』
に
も
阿
倍
倉
橋
麿
に
つ
い
て
、
コ
名
内
麿
」
と
注
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
大
伴
・
物
部
の
両
有
力
氏
族
が
衰
え
た
あ
と
の
推
古
・
野
明
朝
に
は
、
阿
倍
氏
は
蘇
我
氏
よ
り
は
下
位
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
次
ぐ
有
力
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
蘇
我
本
宗
家
滅
亡
後
、
討
滅
に
功
の
あ
っ
た
蘇
我
石
川
麻
呂
を
越
え

て
麻
呂
が
左
大
臣
の
地
位
を
得
た
こ
と
も
、
そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
、
麻
呂
（
倉
梯
麻
呂
）
の
女
、
小
足
媛
が
孝
徳

の
妃
に
は
い
っ
て
い
た
こ
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
が
、
石
川
麻
呂
の
女
・
乳
娘
も
孝
徳
の
妃
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
鳥
が
堅
塩
媛
の
改
葬
に
際
し
天
皇
の
命
を
珠
し
た
こ
と
や
、
摩
侶
が
蘇
我
馬
子
の
依
頼
あ
る
い
は
指
示
に

よ
っ
て
葛
城
県
下
賜
の
こ
と
を
天
皇
に
奏
上
し
た
こ
と
で
、
阿
倍
氏
は
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
て
親
し
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
ソか

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
鳥
や
食
糧
が
阿
倍
内
と
い
う
複
姓
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
複
姓
と
し
て
付
加
さ
れ
た
「
内
」
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お
　

の
意
味
は
、
さ
き
に
論
じ
た
際
に
紹
介
し
た
よ
う
に
諸
説
が
あ
る
が
、
鳥
や
聖
戦
が
天
皇
に
近
侍
す
る
性
格
を
持
ち
、
内
廷
と
関
係
が
深

い
こ
と
を
示
す
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
阿
倍
氏
が
内
廷
の
雑
用
に
奉
仕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
童
部
を
管
掌
す
る
氏
族
で
あ
ろ
う

こ
と
も
傍
証
と
な
る
。

　
以
上
に
よ
り
私
は
阿
倍
氏
の
存
在
を
重
視
す
る
の
だ
が
、
百
済
大
寺
の
建
立
に
阿
倍
氏
が
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
も
う
一
つ

の
理
由
は
、
百
済
大
寺
跡
の
検
出
さ
れ
た
桜
井
市
吉
備
の
吉
備
池
の
地
は
阿
倍
氏
の
本
拠
の
地
と
推
定
さ
れ
る
桜
井
市
阿
倍
に
近
接
す
る

か
ら
で
あ
る
。
地
図
上
で
測
定
す
る
と
、
吉
備
池
は
阿
倍
の
西
北
に
あ
り
、
そ
の
間
は
坦
々
た
る
平
地
で
、
距
離
は
約
七
五
〇
メ
ー
ト
ル

に
す
ぎ
な
い
。
百
済
大
寺
建
立
の
地
域
は
阿
倍
氏
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
巨
大
な
寺
院
を
建
て

る
の
に
、
阿
倍
氏
の
関
与
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
阿
倍
氏
と
て
も
勢
力
関
係
か
ら
蘇
我
氏
の
下
風
に
立
ち
、
摩
侶
は
馬
子
の
需
め
に
応
じ
て
葛
城
県
下
賜
の
件
を
天
皇
に
伝
え
た
り
、
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

古
没
後
の
皇
嗣
を
定
め
る
会
議
で
は
大
臣
蝦
夷
の
令
を
受
け
て
行
動
し
て
い
る
が
、
い
つ
ま
で
も
そ
う
い
う
状
態
に
甘
ん
じ
て
い
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
蘇
我
氏
に
対
抗
心
を
抱
き
、
機
会
を
待
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
王
家
は
他
の
氏
族
の
協
力
も
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
阿
倍

氏
を
最
大
の
協
力
者
と
し
て
そ
の
勢
力
範
囲
の
地
に
大
寺
建
立
の
候
補
地
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
立
地
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
紀
』
耳
蝉
十
一
年
七
月
条
に
「
詔
り
し
て
曰
く
、
今
年
、
大
宮
と
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と
り

寺
を
造
作
せ
む
。
則
ち
、
百
済
川
の
、
側
を
以
て
聖
業
と
せ
む
」
と
あ
っ
て
、
百
済
大
寺
が
大
宮
（
百
済
宮
）
と
ペ
ア
に
な
っ
て
造
営
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
舘
明
の
皇
居
も
阿
倍
氏
の
勢
力
範
囲
の
地
に
造
ら
れ
た
こ
と
で
、
舖
呪
と
阿
倍
氏
の
関
係
が
密
接
で
あ

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
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三
　
百
済
大
寺
と
阿
倍
氏
・
阿
倍
寺

直　木　孝次郎

　
以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
百
済
大
寺
の
造
営
に
は
阿
倍
氏
と
く
に
阿
倍
内
臣
の
協
力
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
い
ま
ま
で
述
べ
た
と

こ
ろ
は
い
わ
ば
情
況
証
拠
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
根
拠
に
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
る
。
で
は
確
か
な
証
拠
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な

い
。
私
は
第
一
節
に
引
用
し
た
「
大
安
寺
資
財
帳
」
の
文
の
後
半
の
部
分
に
、

　
　
後
の
岡
基
宮
に
御
宇
め
す
天
皇
此
を
造
り
、
寺
司
に
阿
倍
倉
橋
麻
呂
・
穂
積
百
足
の
二
人
を
解
け
賜
う
。

と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
後
代
、
と
く
に
百
済
大
寺
の
後
身
の
大
安
寺
が
平
城
京
に
造
営
さ
れ
て
以
後
天
平
期
に
か
け
て
、
阿
倍
氏
が

大
安
寺
に
関
係
を
持
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
阿
倍
倉
橋
麻
呂
が
寺
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
「
大
安
寺
資
財
帳
」
の
記
事
は
疑
う

に
及
ぶ
ま
い
。

　
寺
司
の
職
名
は
『
紀
』
推
古
四
年
十
一
月
条
に

　
　
法
興
寺
造
り
寛
る
。
則
ち
大
臣
の
男
善
徳
臣
を
以
て
寺
司
に
拝
す
。

と
あ
り
、
同
孝
徳
紀
大
化
元
年
八
月
癸
卯
条
に
、
使
を
大
寺
（
百
済
大
寺
ま
た
は
飛
鳥
寺
）
に
遣
わ
し
、
僧
尼
を
平
し
聚
め
て
下
し
た
詔

の
な
か
に
、

　
　
今
寺
司
等
と
寺
主
と
を
拝
さ
む
。

と
あ
る
。
寺
の
管
理
・
運
営
に
当
る
俗
人
の
任
ぜ
ら
れ
る
職
で
あ
ろ
う
。
推
古
四
年
十
一
月
条
の
寺
司
は
、
蘇
我
馬
子
が
中
心
に
な
っ
て

造
営
し
た
法
興
寺
す
な
わ
ち
飛
鳥
寺
の
寺
司
に
、
馬
子
の
男
の
善
徳
が
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寺
に
と
っ
て
は
か
な
り
重
要
な
職

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
類
推
す
る
と
、
百
済
大
寺
の
寺
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
阿
倍
倉
橋
麻
呂
の
権
限
も
、
相
当
に
大
き
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
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れ
故
、
「
大
安
寺
資
財
帳
」
の
倉
橋
麻
呂
を
寺
司
に
任
命
す
る
記
事
は
、
倉
橋
麻
呂
を
出
し
た
阿
倍
内
旨
の
協
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

証
す
る
史
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
「
寺
司
」
と
い
う
名
称
は
実
際
に
そ
の
こ
ろ
用
い
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
疑
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
元
興
寺
伽
藍
縁
起

井
流
記
資
財
帳
」
墨
引
の
丈
六
仏
光
背
銘
に
「
百
済
恵
聰
法
師
、
高
麗
恵
慈
法
師
、
巷
具
有
（
明
子
脱
ヵ
）
大
臣
長
子
名
善
徳
息
男
、
地

建
元
興
寺
」
と
あ
り
、
巷
台
風
明
子
（
蘇
我
馬
子
）
の
男
、
善
徳
の
任
命
さ
れ
た
の
は
「
寺
司
」
で
は
な
く
「
領
」
ま
た
は
「
寺
領
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
宝
令
制
以
前
は
「
湯
油
引
」
や
「
筑
紫
惣
領
」
「
伊
予
総
領
」
な
ど
の
職
名
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

考
え
あ
わ
せ
る
と
、
寺
司
と
い
う
職
名
は
大
宝
令
施
行
以
後
の
潤
色
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
阿
倍
倉
橋
麻
呂
・
穂
積
百
足

が
任
ぜ
ら
れ
た
の
も
、
百
済
大
寺
の
領
（
寺
領
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
名
称
だ
け
の
問
題
で
、
仕
事
の
内
容
は
変
り
な
い
。

　
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
阿
倍
氏
の
本
拠
、
現
在
の
桜
井
市
阿
部
に
あ
っ
た
阿
倍
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
、
『
東
大
寺
要
録
』

巻
第
六
、
末
寺
章
に

　
　
崇
敬
寺
字
阿
倍
寺

　
　
　
右
、
阿
倍
倉
橋
大
臣
之
建
立
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

と
あ
る
阿
倍
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寺
の
名
か
ら
し
て
も
、
阿
倍
倉
橋
大
臣
（
阿
倍
倉
橋
麻
呂
）
の
建
立
と
す
る
所
伝
か
ら
し
て
も
、
阿

倍
氏
の
氏
寺
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
述
べ
る
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
創
建
年
代
か
ら
い
っ
て
、
阿
倍
倉
橋
麻
呂
建
立

の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
『
桜
井
市
史
』
上
巻
（
一
九
七
九
年
）
考
古
学
編
で
は
「
阿
倍
群
書
」
の
項
を
立
て
、
早
撃
跡
に
つ
い
て
区
画
整
理
事
業
に
と
も
な
う

昭
和
四
十
年
～
四
十
一
年
（
一
九
六
五
～
六
六
）
の
事
前
調
査
の
結
果
判
明
し
た
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
阿
倍
寺
の
創
建
は
山
田
寺
の
創
建
年
代
（
紆
明
天
皇
十
三
年
～
天
武
天
皇
七
年
く
六
四
一
～
六
七
八
V
）
に
ほ
ぼ
等
し
く
、
そ
の
一

　
　
部
は
藤
原
宮
の
造
営
（
持
統
天
皇
八
年
〈
六
九
四
〉
）
前
後
に
ま
で
及
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
／
ま
た
、
伽
藍
中
心
部
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の
配
置
は
、
広
義
の
法
隆
寺
式
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
、
塔
と
金
堂
の
距
離
が
約
三
八
メ
ー
ト
ル
（
基
壇
間
）

　
　
も
あ
っ
て
、
法
隆
寺
式
に
比
べ
て
広
い
空
間
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
七
四
三
ペ
ー
ジ
。
考
古
走
筆
老
は
網
干

　
　
善
教
、
萩
原
儀
征
、
辻
俊
和
）

　
右
の
文
中
、
「
広
義
の
法
隆
寺
式
」
と
は
塔
を
西
、
金
堂
を
東
に
す
る
伽
藍
配
置
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
百
済
大
寺
跡
の
塔
・
金
堂

の
関
係
も
同
じ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
塔
と
金
堂
の
間
隔
は
五
四
メ
ー
ト
ル
あ
り
（
塔
・
金
堂
心
々
間
距
離
は
八
四
メ
ー
ト
ル
）
、
百

済
大
寺
の
規
模
が
大
き
い
に
し
て
も
、
他
の
寺
院
に
く
ら
べ
て
広
す
ぎ
る
感
が
あ
る
こ
と
も
両
寺
院
は
共
通
す
る
（
現
法
隆
寺
の
場
合
、

塔
と
金
堂
の
距
離
一
三
・
五
メ
ー
ト
ル
、
心
々
間
距
離
三
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
。
同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
両
寺
の
平
面
プ
ラ
ン
に
こ
の
よ

う
な
類
似
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
両
寺
の
建
立
が
相
互
に
関
係
の
深
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
倍
内
臣
が
百
済
大
寺
の
建
築
に
深
い
関
係

を
持
つ
こ
と
の
物
的
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
百
済
大
寺
に
阿
倍
氏
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
の
直
接
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
が
、
阿
倍
倉
梯
麻
呂
が
仏
教
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
史
料
を
挙
げ
る
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
『
紀
』
大
化
四
年
二
月
条
に
、

　
　
阿
倍
大
臣
、
四
衆
を
四
天
王
寺
に
請
じ
、
仏
像
四
躯
を
迎
え
、
塔
の
内
に
坐
せ
し
む
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
関
連
す
る
記
事
が
鎌
倉
時
代
に
僧
顕
真
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
『
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』
に
見
え
る
。
そ
の
中
の

「
塔
内
四
天
事
」
の
条
に
「
壇
上
小
四
天
、
阿
倍
大
臣
建
立
欺
」
と
あ
り
、
つ
ぎ
に
「
大
同
縁
起
」
を
引
い
て
、

　
　
小
四
天
四
口
、
阿
倍
大
臣
敬
請
者
。

と
あ
る
。
難
波
の
四
天
王
寺
の
五
重
塔
に
大
四
天
王
四
口
と
小
四
天
王
四
口
が
あ
り
、
小
四
天
王
は
阿
倍
大
臣
が
献
じ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
大
化
四
年
紀
に
い
う
阿
倍
大
臣
献
納
の
「
仏
像
四
躯
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
四
天
王
寺
の
南
、
大
阪
市
阿
倍
野
区
松
崎
町
二
丁
目
と
三
丁
目
の
境
界
近
く
に
南
北
二
か
所
の
土
壇
・
礎
石
と
、
複
玉
八
葉
蓮
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
軒
丸
瓦
な
ど
白
鳳
期
の
瓦
を
出
土
す
る
遺
跡
が
あ
る
。
付
近
に
「
阿
部
寺
」
「
東
阿
部
寺
」
「
西
阿
部
寺
」
の
小
字
名
が
あ
る
の
で
阿
部

9



寺
廃
寺
と
呼
ぶ
。
阿
倍
氏
の
一
族
の
氏
寺
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
阿
倍
氏
が
い
っ
か
ら
仏
教
信
仰
を
持
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

高
め
る
も
と
に
な
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9

百
済
大
寺
の
建
立
に
協
力
し
た
こ
と
が
、
こ
の
氏
族
の
仏
教
信
仰
を

む
す
び

百済大寺の建立と阿倍氏

　
六
三
九
年
以
降
、
大
王
家
に
よ
る
百
済
大
寺
の
建
立
が
企
画
・
実
施
さ
れ
た
こ
と
の
政
治
史
的
意
味
と
、
雄
族
阿
倍
氏
が
こ
れ
に
協
力

し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
の
大
要
を
述
べ
た
。
大
王
家
と
阿
倍
氏
の
関
係
が
百
済
大
寺
の
建
立
を
介
し
て
緊
密
に
な
っ
た
こ
と
が
、
い

わ
ゆ
る
大
化
の
新
政
や
そ
れ
以
後
の
政
治
の
展
開
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
と
思
う
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
、

古
代
で
は
政
治
と
仏
教
の
関
係
の
密
接
な
こ
と
を
再
確
認
し
て
、
蕪
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

注（
1
）
小
沢
毅
「
吉
備
池
廃
寺
の
発
掘
調
査
」
（
『
仏
教
芸
術
』
二
三
五
号
、
一
九
九
七
年
一
一
月
）
、
現
地
説
明
会
資
料
「
吉
備
池
廃
寺
一
巨
大

　
な
塔
基
壇
の
発
見
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
・
桜
井
教
育
委
員
会
。
「
九
九
八
年
三
月
）
。
以
下
吉
備
池
廃
寺
お
よ
び
同
時
代
の
寺
院
に
関

　
す
る
数
値
は
、
お
お
む
ね
上
記
両
論
考
に
よ
る
。

（
2
）
「
百
済
大
寺
」
の
名
称
は
、
『
紀
』
で
は
皇
極
元
年
九
月
忌
月
条
の
分
注
に
見
え
る
。

（
3
）
注
（
1
）
の
論
考
の
論
証
。
そ
の
結
論
に
従
い
、
本
稿
で
は
吉
備
池
廃
寺
を
百
済
大
寺
と
認
定
し
て
論
ず
る
。

（
4
）
た
と
え
ば
田
村
士
魂
『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
0
年
六
月
）
＝
六
・
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
5
）
田
村
圓
澄
著
書
（
注
（
4
）
）
参
照
。

（
6
）
飛
鳥
寺
が
一
塔
三
金
堂
、
川
原
寺
が
一
丁
二
金
堂
で
、
そ
れ
以
外
の
前
々
（
創
建
法
隆
寺
・
現
法
隆
寺
・
四
天
王
寺
・
中
宮
寺
等
）
は
多
く

書0
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一
塔
一
金
堂
で
あ
る
。

（
7
）
創
建
法
隆
寺
の
塔
基
壇
の
数
値
は
、
掘
込
地
業
よ
り
の
推
計
で
あ
る
か
ら
、
多
少
正
確
さ
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
塔
の
高
さ
は
注
（
1
）
の
現
地
説
明
会
資
料
に
依
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
最
大
の
塔
で
あ
る
東
大
寺
の
東
西
両
塔
は
そ
れ
ぞ
れ
↓
○
一

　
・
六
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
一
メ
…
ト
ル
の
高
さ
と
い
う
。

（
9
）
大
脇
潔
『
飛
鳥
の
寺
』
（
日
本
の
古
美
術
1
4
、
保
育
社
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
古
代
国
家
の
最
盛
期
で
あ
る
聖
武
朝
で
さ
え
、
東
大
寺
大
仏
の
造
営
に
際
し
、
一
枝
の
草
、
一
能
の
土
を
以
て
造
像
を
助
け
る
こ
と
を
人
民

　
に
呼
び
か
け
、
『
東
大
寺
要
録
』
に
は
多
く
の
地
方
有
力
者
か
ら
の
銭
貨
・
物
資
の
寄
進
を
受
け
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
H
）
関
晃
「
大
化
の
左
大
臣
阿
倍
内
麻
呂
に
つ
い
て
」
（
関
晃
著
作
集
第
二
巻
『
大
化
改
新
の
研
究
』
下
、
一
九
九
六
年
）
、
初
出
は
一
九
五
九
年
。

　
直
木
孝
次
郎
「
大
化
改
新
私
見
」
（
直
木
『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
半
、
初
出
は
一
九
七
八
年
。

（
1
2
）
阿
倍
氏
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
大
塚
徳
郎
「
阿
倍
氏
に
つ
い
て
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
巻
一
〇
・
一
一
号
）
、
志
田
諄
一
「
阿
倍
氏
」
（
志

　
田
『
古
代
氏
族
の
性
格
と
伝
承
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

（
1
3
）
注
（
1
1
）
の
拙
稿
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

（
1
4
）
『
紀
』
野
明
前
罪
に
、
蘇
我
大
臣
蝦
夷
は
阿
倍
麻
呂
臣
と
議
し
て
群
臣
を
大
臣
の
家
に
撮
め
て
饗
応
し
、
「
食
解
り
て
散
れ
む
と
す
る
に
、
大

　
臣
、
阿
倍
臣
に
令
し
て
、
群
臣
に
語
ら
し
め
て
曰
く
云
々
」
と
あ
る
。

（
1
5
）
倉
橋
麻
呂
と
と
も
に
寺
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
穂
積
百
足
は
、
天
武
元
年
六
月
の
壬
申
の
乱
に
際
し
、
近
江
朝
廷
か
ら
興
兵
事
と
し
て
飛
鳥
古
京

　
へ
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
か
ら
壬
申
の
乱
の
年
（
六
七
二
）
ま
で
三
〇
年
で
あ
る
。
引
き
続
き
朝
廷
に
仕
え
ら

　
れ
な
い
年
月
で
は
な
い
が
、
長
す
ぎ
る
感
も
あ
る
。
大
化
五
年
（
六
四
九
）
に
阿
倍
倉
皇
麻
呂
が
没
し
た
の
ち
、
斉
明
朝
に
寺
司
（
領
）
に
任

　
命
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
6
）
直
木
孝
次
郎
「
大
宝
令
前
官
制
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
察
」
（
直
木
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
』
高
科
書
店
、
一
九
九
六
年
中
を
参
照
さ

　
れ
た
い
。
初
出
は
一
九
七
八
年
。

（
1
7
）
文
献
に
み
え
る
安
倍
寺
に
関
し
て
は
、
福
山
敏
男
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
（
高
桐
書
院
、
一
九
四
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
1
8
）
『
大
阪
市
史
』
第
一
巻
（
大
阪
市
、
一
九
八
八
年
）
六
八
五
ペ
ー
ジ
以
下
。
筆
者
は
中
尾
芳
治
。

1
1
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