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　刊
行
の
こ
と
ば

　
　
　興
福
寺
は
、
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
に
藤
原
不
比
等
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
ま
で
千
三
百
年
間
、
そ
の
法
灯
を
守
り
続
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
在
る
興
福
寺
は
、
不

　
　比
等
の
時
代
と
は
ま
っ
た
く
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

　
　
　奈
良
時
代
の
興
福
寺
は
、
平
城
京
を
見
下
ろ
す
外
京
の
高
台
に
、
中
金
堂
、
東
金
堂
、
西
金
堂
の
三
金
堂
と
、
五
重
塔
と
い
っ
た
巨
大
木
造
建
築
が
甍
を
連
ね
る
大
規
模
な
本
格
的
仏
教
伽
藍
で
あ
っ
た
が
、
度
重
な
る
火

　
　災
に
よ
っ
て
当
時
の
建
物
は
残
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
の
影
響
に
よ
っ
て
大
幅
な
寺
地
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
た
、
建
物
と
同
じ
く
仏
像
も
殆
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
わ
ず
か
に
伝
わ

　
　る
旧
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
乾
漆
像
や
法
具
が
往
時
を
想
像
す
る
一
助
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
南
都
の
諸
寺
に
比
較
す
る
と
遺
品
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
か
意
外
に
も
、
奈
良
時
代
の
興
福
寺
が
い
か
な
る
構

　
　想
に
も
と
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
造
営
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
不
比
等
に
よ
っ
て
平
城
京
に
造
営
さ
れ
る
以
前
、
興
福
寺
に
は
山
階
や
厩
坂
に
前
身
寺

　
　院
が
存
在
し
た
と
い
う
が
、
山
階
寺
や
厩
坂
寺
に
つ
い
て
も
文
献
資
料
が
そ
の
存
在
を
伝
え
る
の
み
で
、
実
態
は
現
在
も
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
の
よ
う
に
興
福
寺
の
創
建
事
情
お
よ
び
平
城
京
に
お
け
る
造
営
過
程
に
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、『
続
日
本
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
天
平
七
年
（
七
三
五
）
五
月
二
十
四
日
条
に
よ
る
と
、
興
福
寺
は
大
安
寺
・
薬
師
寺
・
元
興
寺
と
い
っ
た
国
家
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　寺
と
肩
を
並
べ
て
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
。
不
比
等
に
よ
っ
て
藤
原
氏
の
私
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
興
福
寺
は
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　城
遷
都
後
二
十
五
年
経
っ
た
時
に
国
家
官
寺
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
研
究
で
は
、
権
力
者
不
比
等
の
創
建
で
あ
っ
た
こ
と
や
藤
原
氏
の
朝
廷
へ
の
影
響
力
に
求
め
て
き
た
が
、
藤
原
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　門
に
も
低
迷
の
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
藤
原
一
門
低
迷
の
時
代
に
、
ち
ょ
う
ど
東
金
堂
や
五
重
塔
の
時
期
が
重
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
興
福
寺
創
建
期
の
実
態
は
、
こ
う
し
た
藤
原
氏
の
事
情
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
理
解
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本
書
は
、
興
福
寺
の
前
身
寺
院
に
関
す
る
伝
承
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
平
城
京
に
不
比
等
が
造
営
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
興
福
寺
と
は
い
か
な
る
寺
院
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
、
文
献
、
建
築
、
仏
像
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　面
か
ら
美
術
史
観
点
を
も
っ
て
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
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