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友

鳴

利

英

奈
良
時
代
、
大
安
寺
は
東
大
寺
が
造
営
さ
れ
る
ま
で
諸
大
寺
の
筆
頭
に
位
置
す

る
寺
院
で
あ

っ
た
。
本
寺

の
平
城
京

に
お
け
る
造
営
は
道
慈
が
主
導
し
、
寺
内
に

安
置
さ
れ
た
仏
像
は
諸
大
寺

の
中
で
も
異
彩
を
放

っ
て
い
た
。
そ
の
詳
細
は

『大

安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
資
財
帳
に

記
載
さ
れ
た
数
々
の
仏
像
は
、
大
安
寺

が
荒
廃
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
何
時
し
か

失
わ
れ
、
現
在

一
体
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
造
営
以
来
、
衰
退
と
復
興
の
歴
史
を
辿

っ
た
大
安
寺
に
は
、
現
在
九

体
の
木
彫
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
本
尊
で
あ
る
十

一
面
観
音
立
像

・
楊

柳
観
音
立
像

・
伝
馬
頭
観
音
立
像

・
聖
観
音
立
像

・
四
天
王
寺
立
像
四
体
が
そ
れ

で
あ
る
。

本
木
彫
群
は
文
献
史
料
の
僅
少
さ
も
あ

っ
て
か
、
彫
刻
史
と

い
う
分
野
に
お
い

て
も
あ
ま
り
深
く
研
究
さ
れ
て
く
る

こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
、
本
木
彫
群
に

対
す
る
評
価
や
位
置
付
け
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
本
木
彫

群
は
日
本
彫
刻
史
上
に
お
い
て
も
際
立

っ
た
独
自
性
と
意
義
を
持

っ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
本
論
で
は
、
実
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

知
見
を
提
示
し
、
新
た
な
見
解
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た

い
。
そ
れ
と
同
時
に
本
木

彫
群
の
再
評
価
を
期
し
た
い
。

本
論
は
、
評
価

・
研
究
史
、
造
形
観
察
の
順
に
述
べ
た
後
、
観
察
に
よ

っ
て
得

ら
れ
た
知
見
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
く
と

い
う
順
序
で
作
成
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
本
木
彫
群
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か

し
、
全
く
論
考
な
ど
が
無
い
訳
で
は
な

い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
ま
と

め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
本
木
彫
群
の
研
究
史
を
概
観
し
、
合
わ
せ
て
現
在
に

お
け
る
美
術
史
研
究
が
始
ま

っ
た
と
言
わ
れ
る
明
治
以
来
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
て
き
た
の
か
も
振
り
返

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

明
治
時
代
、
岡
倉
天
心
の

『奈
良
古
社
寺
調
査
手
録
」
が
本
木
彫
群
に
関
す
る

評
価
と
し
て
の
嗜
矢
で
あ
る
が
、
高

い
評
価
は
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
続
く
大
正

時
代
の

『南
都
七
大
寺
大
鏡
」
中
で
の
評
価
は
、
現
在
ま
で
含
ん
で
み
て
も
、
最

高
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
時
代
に
入
る
と
、
小
林
剛
氏
が
初
め
て
本

木
彫
群
に
関
す
る
論
考
を
発
表
。
小
林
論
文
に
対
し
て
、
『大
和
古
寺
大
観
」
中

で
田
邊
三
郎
助
氏
が
批
判
し
、
こ
れ
以
後
小
林
説
は
支
持
さ
れ
な
く
な
る
。

こ
の
他
、
本
木
彫
群
を
中
心
に
捉
え
た
論
考
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

無
く
、
木
彫
群
の
内
数
体
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
も
の
や
、

一
木
彫
の
成
立

・
唐

招
提
寺
木
彫
群
に
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
そ
れ
ら
の
数
本
を

研
究
史
と
し
て
概
観
す
る
。
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造
形
観
察
の
項
で
は
、
各
像
を
詳
細
に
観
察
。
観
察
は
、
実
査
に
よ

っ
て
現
在

ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
箇
所
に
も
眼
を
向
け
、
新
た
な
知
見
が

得
ら
れ
た
。
観
察
か
ら
の
作
風
に
よ

る
系
統
分
類
は
、
楊
柳
観
音
像
と
十

一
面
観

音
像
、
馬
頭
観
音
像
と
不
空
絹
索
観
音
像
、
聖
観
音
像
は
ど
ち
ら
の
系
統
に
も
属

さ
ず
、
四
天
王
像
は
持
国
天
像
の
み
が

一
具
か
ら
は
外
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
結

果
と
な
っ
た
。

本
木
彫
群
は
現
在
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
唐
招
提
寺
木
彫
群
と
の
類
似

点
が
多
く
、
両
者
に
何
ら
か
の
関
係
を
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
戒
壇
院
厨
子
扉

絵
や
正
倉
院
漆
金
銀
絵
仏
寵
扉
と
の
類
似
点
が
非
常
に
多
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
二
つ
の
点
か
ら
、
現
在

ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
事
項
に

つ
い
て
、
新
た
な
見
解
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

唐
招
提
寺
木
彫
群

・
戒
壇
院
厨
子
扉
絵

・
正
倉
院
漆
金
銀
絵
仏
寵
扉
は
、
以
前

か
ら
鑑
真
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
木
彫
群
の
造
立
に
も
鑑
真
、
若
し

く
は
そ
の
周
辺
人
物
の
関
与
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
物
と
し

て
、
思
託
を
想
定
し
、
彼
と
大
安
寺
と
の
関
係
を
文
献
か
ら
み
る
と
や
は
り
非
常

に
深
い
関
係
が
窺
わ
れ
た
。

思
託
と
本
木
彫
群
と
の
関
係
を
論
じ
る
前
に
、
四
天
王
像
の
当
初
の
形
姿
を
復

元
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
多
聞
天
像
以
外
の
三
像
は
、
当
初

の
形
姿
か
ら
改

変
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
持
国
天
像

・
増
長
天
像
の
形
姿
は
手
掛
か
り
に
欠

け
、
当
初

の
形
姿
を
復
元
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
広
目
天
像
に
着
目
す
る
と
、
背

面
の
姿
勢

・
書
の
形
状
が
興
福
寺
北
円
堂
四
天
王
像
に
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
出

来
る
。
正
面
腕
前

の
腕

の
動
き
の
不
自
然
さ
、
特
徴
的
な
胸
甲
の
形
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
復
元
す
る
と
、
戒
壇
院
厨
子
扉
絵

・
正
倉
院
漆
金
銀
絵
仏
寵
扉

・
興
福

寺
北
円
堂
四
天
王
像
な
ど
の
内
の

一
体
に
み
ら
れ
る
、
大
刀
を
突
く
形
姿
と
な
る
。

「大
刀
を
突
く
神
将
形
」
は
彫
刻
と
し
て
作
例
が
他
に
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら

の
多
く
に
思
託
が
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
や
は
り
本
木
彫
群
の
造
立
に
は
思

託
が
関
与
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
本
木
彫
群
九
体
の
内
、
思
託

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
像
は
、
作
風

・
図
像
か
ら
楊
柳
観
音

・
十

一
面
観
音

・

増
長

・
広
目

・
多
聞
天
像
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

造
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
大
安
寺
で
思
託
と
親
交
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
早

良
親
王
の
大
安
寺
で
の
活
動
に
着
目
し
た
。
上
限
を
鑑
真

一
行
が
入
京
し
た
天
平

勝
宝
六
年

(七
五
四
)
と
し
、
下
限
を
延
暦
十
年

(七
九

一
)
頃
に
設
定
。
こ
の

期
間
で
大
安
寺
に
お
い
て
造
仏
の
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
項
と
、
思
託

・
早
良

親
王
の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
事
項
を
探
し
、
導
き
出
さ
れ
た
本
木
彫
群
中
の
楊
柳

観
音

・
十

一
面
観
音

・
増
長

・
広
目

・
多
聞
天
像
の
造
立
年
代
は
、
宝
亀
元
年

(七
七
〇
)
前
後
か
ら
宝
亀
六
年

(七
七
五
)
年
辺
り
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

本
木
彫
群
に
残
さ
れ
た
問
題
は
数
多
く
在
り
、
そ
の
全
て
を
本
論
で
取
り
上
げ

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
は
新
た
な
見
解
を

提
示
出
来
た
か
と
思
う
。
本
論
で
提
示
し
た
論
が
大
過
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
本

木
彫
群
の
再
評
価
に
繋
が
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
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