
せ
ん
と
い
ぜ
ん
の
こ
だ
い
じ
い
ん

１

遷
都
以
前
の
古
代
寺
院

知
る

■
古
代
の
寺
院

仏
教
伝
来
以
降
、
各
地
の
有
力
豪
族
た
ち
は
自
分
た
ち
の
精
神
的
支

柱
と
し
て
そ
の
本
拠
地
に
寺
院
を
建
立
し
ま
す
。
京
都
に
お
い
て
は
、

多
く
が
盆
地
を
見
お
ろ
す
山
す
そ
に
築
か
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
遷
都
を
果
た
し
た
桓
武
天
皇
は
、
奈
良
の
仏
教
勢
力
を
お

さ
え
る
た
め
に
、
平
安
京
へ
の
寺
院
の
移
転
を
一
切
認
め
ま
せ
ん
で
し

た
。
平
安
京
内
に
は
、
官
寺
と
し
て
東
寺
・
西
寺
が
建
立
さ
れ
た
だ
け

で
し
た
。
た
だ
、
平
安
京
域
外
に
遷
都
以
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
各
豪

族
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
を

建
立
し
た
各
地
の
有
力
豪
族
と
連
携
し
て
、
平
安
京
の
建
設
に
当
た
る

た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

、

、

平
安
中
期
以
降

そ
れ
ら
の
豪
族
の
力
が
衰
え
て
い
く
に
し
た
が
い

信
仰
の
源
で
あ
る
寺
院
も
徐
々
に
荒
廃
し
て
い
き
ま
し
た
。
法
観
寺
や

ほ
う
か
ん
じ

広
隆
寺
な
ど
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
寺
院
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く

こ
う
り
ゅ
う
じ

が
衰
微
し
、
土
の
中
に
埋
も
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
後
の
時
代
の
発
掘
に
よ
っ
て
寺
院
と
判
明
し
た
遺
構

を
一
般
的
に
「
廃
寺
」
と
呼
び
ま
す
。

は
い
じ

■
秦
氏
と
北
野
廃
寺

北
野
廃
寺
は
京
都
盆
地
で
は
最
古
の
部
類
に
属
す
る
寺
院
で
す
。

太
秦
か
ら
続
く
台
地
の
東
端
に
位
置
し
、
寺
域
は
北
野
白
梅
町
の
交

う
ず
ま
さ

き
た
の
は
く
ば
い
ち
ょ
う

叉
点
を
中
心
と
し
た
一
帯
に
な
り
ま
す
。
昭
和
十
一(

一
九
三
六)

年
の

市
電
西
大
路
線
新
設
工
事
の
際
に
遺
物
が
発
見
さ
れ
、
北
野
廃
寺
と
命

。

、

名
さ
れ
ま
し
た

そ
の
後
の
調
査
で
多
数
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
お
り

寺
域
は
北
野
白
梅
町
交
叉
点
を
中
心
に
約
二
百
メ
ー
ト
ル
四
方
と
推
定

さ
れ
ま
す
。

現
在
、
北
野
廃
寺
は
太
秦
広
隆
寺
の
前
身
、
蜂
岡
寺
で
あ
る
と
い
う

は
ち
お
か
で
ら

説
が
有
力
で
す

広
隆
寺
縁
起

に
よ
る
と

蜂
岡
寺
の
旧
寺
地
は
葛
野

。『

』

、

か
ど
の

郡
九
条
河
原
里
と
荒
見
社
里
と
い
う
所
で
し
た

こ
れ
は
平
野
神
社(

北

。

区
平
野
宮
本
町)

の
近
辺
と
推
測
さ
れ
、
北
野
廃
寺
の
位
置
と
地
理
的

に
合
致
し
ま
す
。

昭
和
五
十
二
年
の
発
掘
調
査
で

は

「

鵤

室
」
の
墨
書
の
あ
る
平

、
い
か
る
が

安
前
期
の
陶
器
が
発
見
さ
れ
ま
し

た

「
い
か
る
が
」
と
い
え
ば
大
和

。
国
斑
鳩
の
法
隆
寺
で
あ
り
、
そ
こ

い
か
る
が

か
ら
聖
徳
太
子
と
の
関
係
が
推
測

さ
れ
ま
す

『
日
本
書
紀
』
に
は

。

秦
河
勝
が
推
古
天
皇
十
一(

六
〇

は
た
の
か
わ
か
つ

三)

年
に
、
聖
徳
太
子
よ
り
仏
像
を
授
か
り
蜂
岡
寺
を
造
営
し
た
と
あ

り
、
こ
れ
が
北
野
廃
寺
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た

「
秦
立
」
の
墨
書
の
あ
る
土
器
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

、
一
方
で
、
北
野
廃
寺
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
建

立
さ
れ
た
常
住
寺(

野
寺)

で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

じ
ょ
う
じ
ゅ
う
じ

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
昭
和
五
十
四
年
に
行
わ
れ
た
調
査
で
は

野
、「
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寺
」
の
墨
書
の
あ
る
平
安
初
期
の
土
器
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
北
野
廃
寺
の
寺
域
か
ら
は
古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥
時
代
に
か
け

て
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
お
り
、
寺
の
創
建
と
の

た
て
あ
な
し
き

関
わ
り
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
粟
田
氏
と
北
白
川
廃
寺

京
都
盆
地
の
東
北
部
に
位
置
す
る
北
白
川
で
、
昭
和
九(

一
九
三
四)

年
の
土
地
区
画
整
理
工
事
の
際
に
、
古
代
寺
院
の
伽
藍
跡
が
発
見
さ
れ

が
ら
ん

ま
し
た
。
主
要
な
遺
構
と
し
て
東
西
三
十
五
・
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二

十
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
瓦
積
基
壇(

外
側
を
瓦
で
保
護
し
た
基
壇)

が

か
わ
ら
づ
み
き
だ
ん

見
つ
か
り
、
金
堂
の
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
瓦
か
ら
、

創
建
は
白
鳳
時
代(

七
世
紀
後
半)
、
平
安
京
遷
都
以
降
も
存
続
し
た
寺

院
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
瓦
に
官
営
の
窯
で
あ
る
小
野
瓦
窯
や
栗
栖
野
瓦
窯
の
製
品
が

か
ま

が
よ
う

く

る

す

の

含
ま
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
寺
が
朝
廷
と
の
つ
な

が
り
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
北
白
川
か
ら
南
禅

寺
あ
た
り
ま
で
が
古
代
の
愛
宕
郡
粟
田
郷
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

お
た
ぎ

あ
わ
た

寺
は
大
化
改
新
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
粟
田
氏
の
氏
寺
、

粟
田
寺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

昭
和
四
十
九
年
か
ら
五
十
年
に
か
け
て
の
調
査
で
は
、
白
川
通
の
西

側
か
ら
塔
跡
の
正
方
形
の
基
壇
が
新
た
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
両
基
壇

の
南
縁
が
ほ
ぼ
一
直
線
上
に
あ
り
、
同
じ
種
類
の
軒
丸
瓦
も
発
見
さ

の
き
ま
る
か
わ
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
同
一
の
寺
院
の
遺
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た

だ
、
両
基
壇
の
距
離
が
約
八
十
五
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
た
め
、
同

じ
区
域
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
別
の
寺
院
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

ま
す

金
堂
院
と
塔
院
が
並
存
す
る
伽
藍
配
置
は

七
世
紀
後
半
の
山
背

。

、

や
ま
し
ろ

北
部
の
古
代
寺
院
の
地
域
的
特
色
で
あ
る
と
い
う
説
も
出
て
い
ま
す
。

■
樫
原
廃
寺

か
た
ぎ
は
ら

樫
原
の
地
は
京
都
盆
地
の
南
西
、
京
都
の
街
並
み
を
見
お
ろ
す
こ
と

が
で
き
る

長
岡
丘
陵
の
東
端
に
位
置
し
て
い
ま
す

附
近
に
は
百
々
池

、

。

ど

ど

い

け

古
墳
・
天
皇
の
杜
古
墳
・
一
本
松
塚
古
墳
な
ど
古
墳
時
代
の
遺
跡
が
あ

も
り

り
、
古
く
か
ら
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
戦
前
か
ら
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
樫
原
廃
寺
は
、
昭
和
四
十
二
年
の
調
査
に
よ

っ
て
具
体
的
な
姿
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

発
見
さ
れ
た
遺
構
は
、
八
角
塔
の
瓦
積
基
壇
、
中
門
と
そ
れ
に
続
く

回
廊
、
東
西
築
地(

土
塀)

な
ど
で
す
。
中
門
・
塔
・
金
堂
・
講
堂
が
一

つ
い
じ

直
線
上
に
並
ぶ
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
遺
物

の
状
況
か
ら
、
七
世
紀
中
葉
の
創
建
と
考
え
ら
れ
、
平
安
時
代
中
期
に

は
廃
絶
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

注
目
す
べ
き
は
八
角
塔
の
基
壇

で
す
。
八
角
形
の
一
辺
の
長
さ
は

約
五
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
三
重
塔
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
奈
良

法
隆
寺
夢
殿
な
ど
八
角
円
堂
は
い

く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
が
、
七
世
紀

の
八
角
塔
の
基
壇
は
他
に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
現
存
す
る
八
角

塔
は
、
長
野
県
の
安
楽
寺
八
角
三
重
塔
の
一
基
だ
け
で
す
。

出
土
し
た
瓦
や
八
角
塔
の
あ
る
特
殊
な
伽
藍
配
置
な
ど
か
ら
見
て
、

高
句
麗
の
影
響
を
多
く
受
け
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
大
宅
廃
寺

お
お
や
け

昭
和
三
十
三
年
山
科
東
部
の
大
宅
の
地
で
、
名
神
高
速
道
路
の
建
設

に
伴
っ
て
寺
院
の
伽
藍
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で

は
、
東
西
約
二
十
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
十
五
メ
ー
ト
ル
の
石
積
基
壇

や
、
掘
立
柱
建
物
、
土
壇
状
遺
構
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
土
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品
な
ど
か
ら
創
建
は
白
鳳
時
代
で
あ
り
、
平
安
時
代
前
期
に
全
焼
し
た

後
に
、
小
規
模
な
堂
が
建
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
宅
廃
寺
は
、
中
臣
鎌
足(

六
一
四
～
六
九)

建
立
で
奈
良
興
福
寺
の

前
身
と
い
わ
れ
る
山
階
寺(

山
階
精
舎)

で
あ
る
と
す
る
説
や
、
平
安
前

や
ま
し
な
で
ら

期
の
大
領(

郡
司
の
長
官)

、
宮
道
弥
益(

生
没
年
未
詳)

の
妻
の
た
め

だ
い
り
ょ
う

み
や
じ
の
い
や
ま
す

に
建
て
ら
れ
た
堂
で
あ
る
と
い
う
説
な
ど
様
々
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
地

を
地
盤
と
す
る
豪
族
、
大
宅
氏
の
氏
寺
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。

■
出
雲
寺(

上
出
雲
寺)

い

ず

も

じ

出
雲
寺
は
上
京
区
上
御
霊
前
通
烏
丸
東
入
上
御
霊
竪
町
・
馬
場
町
・

か
み
ご
り
ょ
う

た
て
ま
ち

相
国
寺
門
前
町(

上
御
霊
神
社
境
内
附
近)

に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
古
代
寺

院
で
す
。
こ
の
附
近
は
古
代
の
出
雲
郷
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
出
雲
氏

の
氏
寺
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
延
喜
式
七
大
官
寺
の
一
つ
御

霊
寺
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

附
近
で
出
土
し
た
瓦
や
上
御
霊
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
瓦
な
ど
か

ら
、
創
建
は
奈
良
時
代
前
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
御
霊

信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
金
堂
・
講
堂
・
食
堂
・
鐘
楼
・
経
蔵

な
ど
が
あ
り
栄
え
た
よ
う
で
す
が
、
平
安
後
期
に
は
荒
廃
し
ま
し
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
の
中
で
、
そ
の
荒
廃
の
様
子
が
語
ら
れ
て

い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
京
都
市
内
の
そ
の
他
の
廃
寺
遺
跡

南
春
日
町
廃
寺

西
京
区
大
原
野
南
春
日
町

板
橋
廃
寺

伏
見
区
指
物
町
・
下
板
橋
町
・
御
駕
籠
町

さ
し
も
の

お

か

ご

お
う
せ
ん
ど
う
廃
寺

伏
見
区
深
草
鞍
ケ
谷

く
ら
が
た
に

小
野
廃
寺

伏
見
区
醍
醐
大
高
町
・
片
山
町
・
古
道
町

お
お
た
か

ふ
る
み
ち

御
香
宮
廃
寺

伏
見
区
桃
山
町
松
平
筑
前
・
鍋
島
町
・
御
香

ご
こ
う
ぐ
う

宮
門
前
町

醍
醐
廃
寺

伏
見
区
醍
醐
西
大
路
町
・
御
霊
ヶ
下
町

ご
り
よ
う
が
し
た

法
琳
寺

伏
見
区
小
栗
栖
丸
山
町
・
北
谷
町
・
西
谷
町

ほ
う
り
ん
じ

お

ぐ

り

す

元
屋
敷
廃
寺

山
科
区
大
塚
元
屋
敷
町
・
大
岩

も
と
や
し
き

(

『
京
都
市
遺
跡
地
図
台
帳

〈
平
成
十
五
年
版
〉

』

よ
り
創
建
が
平
安
遷
都
以
前
の
も
の
を
抜
粋)

■
北
野
廃
寺
跡

北
区
北
野
上
白
梅
町

か
み
は
く
ば
い
ち
ょ
う

北
野
廃
寺
の
寺
域
は
北
野
白
梅
町
の

交
叉
点
を
中
心
に
、
約
二
百
メ
ー
ト
ル

四
方
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
北

野
白
梅
町
交
叉
点
の
東
北
隅
に
、
石
標

が
立
っ
て
い
ま
す
。

■
史
跡

樫
原
廃
寺
跡

西
京
区
樫
原
内
垣
外
町

か
た
ぎ
は
ら

う
ち
が
い
と
ち
ょ
う

樫
原
廃
寺
跡
一
帯
は
昭
和
四
十
六
年

に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
際
、
八
角
塔
の
基
壇
が
復
元
さ
れ
、。

周
辺
は
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
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■
大
宅
廃
寺
跡

山
科
区
大
宅
山
田
町

お
お
や
け

現
在
発
掘
地
は
大
宅
中
学
校
の
敷
地

と
な
っ
て
お
り
、
石
標
が
立
っ
て
い
ま

す
。

■
法
観
寺

東
山
区
八
坂
上
町

や
さ
か
か
み
ち
ょ
う

「
八
坂
の
塔
」
で
知
ら
れ
る
法
観
寺
は
、
聖
徳
太
子
の
創
建
と
も
伝

え
ら
れ
ま
す
が
、
遺
物
な
ど
か
ら
白
鳳
時
代(

七
世
紀
後
半)

の
創
建
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
八
坂
郷
の
渡
来
系
豪
族
、
八

坂

造
が
創

や
さ
か
の
み
や
つ
こ

建
に
関
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
法
観
寺
境
内
は
京
都
市

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お

「
八
坂
の
塔
」(

五
重
塔)

は

、

永
享
十
二(

一
四
四
〇)

年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
珍
皇
寺

東
山
区
小
松
町

ち
ん
こ
う
じ

「
六
道
詣
り
」
で
有
名
な
珍
皇
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
出
土
し
た
遺
物
な
ど
か
ら
は
奈
良
時
代
の
創
建
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
焼
亡
と
再
建
を
繰
り
返
し
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

■
広
隆
寺

右
京
区
太
秦
蜂
岡
町

太
秦
広
隆
寺
の
創
建
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
旧
境
内
地
か

ら
は
飛
鳥
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
。
飛

鳥
時
代
に
は
、
す
で
に
こ
の
地
に
寺
院
が
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

■
京
都
市
考
古
資
料
館

上
京
区
今
出
川
通
大
宮
東
入

常
設
展
示
室
の
各
時
代
ご
と
の
遺
物
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
に
、
北

野
廃
寺
出
土
の
塑
像
仏
や
軒
丸
瓦
、
北
白
川
廃
寺
塔
跡
の
パ
ネ
ル
な
ど

そ
ぞ
う

が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

(c)2005 京都市(制作 京都市歴史資料館) ver.1.01

1 遷都以前の古代寺院

平
安
京
周
辺
古
代
寺
院
分
布
図


