
仏
勤
文
化
専
攻

飛
鳥
時
代

の
寺
院

の
性
格木

村

実

恭

我
国

に
仏
教
が
公
伝
さ
れ

た
の
は
五
三
八
年

で
あ
り
、
E
九
三

年
に
は
聖
徳
太
子
が
摂
政
と
な
り
、
そ

の
翌
年
に
は
仏
教
興
隆
の
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詔

が
発
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
闇
僅
か
四
六
年
間
で
あ
り
、
此

の

事

は
外
来
の
文
化
た
る
仏
教
が
何
故
に
在
来

の
宗
教
に
と
っ
て
代

る
事
が
出
来
た
か
が
闇

題
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
日
本
書
紀
」

に
見
ら
れ
る
十
七
条
憲
法

(
推
古
天
皇
十
二
任

)

は
国
家
統
治

の
行
政
規
範

で
あ
り
、
当
時
の
為
政
著
は
漸
く
国
家

意
識

に
め
ざ
め
、
当
代
に
於
け
る

「唐
帝
国
」

の
模
倣

に
つ
と
め

ま
ず
外
形
的

に
は
寺
院
伽
藤
等
の
設
備
を
整

へ
、
ま
た
唐

の
律
令

制

を
移
入
し
、
更
に
は
福
祉
施
設

の
如
き
四
天
王
寺

に
於
け
る
四

ケ

院
の
設
置
を
み
た
の
で
あ
る
。

次

に
は
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ

る
動
勢

と
我
国
と

の
関
係

で
あ
り
、

高

句
麗
は
南
進
し
て
百
済

の
首
都
慰
礼
城
を
お
と
し
い
れ
、
百
済

は
此
れ
が
為
に
漢
江

の
流
域
を
放
棄
し
て
都

を
熊
津

に
遷
都
し
て

い
る
。
恰
か
も
時
を
同
じ
く
し
て
、
百
済

の
聖
明
王
よ
り
、
我
鬮

に
再
度
に
わ
た
つ
て
仏
像
経
巻

を
献
上
し
て
い
る
の
は
、
我
国

に

対

し
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
の
援
助
を
乞
わ
ん
が
為

め
だ
と
推

察

で
き
る
。
此

の
よ
う
に
し
て
百
済
を
経
る
南
朝
の
中
国
文
化
が

六

世
紀
の
日
本
に
移
纏
さ
れ
、
飛
鳥
文
化
の
展
開
を
可
能
な
ら
し

め
る
前
提
条

件
が
形
成
さ
れ
、
更
に
は
高
句
麗
を
も
媒
介
と
す
る

中

圏
北
朝

の
文
化
が
輸
入
さ
れ
る
道
も
開
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

時
に
蘇
我
氏
は
集
枢
政
府
と
し
て
の
道
を
た
ど

つ
て
い
た
大
和

政
府

の
最
高
の
官
と
し
て
の
役
割

を
演

じ
い
た
政
務
の
執
.行
に
使

役
す
る
刀
箋

の
吏

で
歩
り
、
大
陸
文
化

に
親
し
ん
で
い
た
帰
化
人

系
氏
族

と
の
関
"係
が
深

か

つ
た
か
ら
比
較
的
豊
か
な
理
解
力
を
持

つ
て
仏
教
受
容
に

一
役
か
-つ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
、
更
に
は
蘇
我

氏
の
政
治
的
地
位
を
強
化
す
る
為

に
も
薪
来
文
化
を
持

つ
て
、
そ

の
地
位
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
以
上

の
諸
要

素
が
因
と
な

つ
て
仏
教
受
容

の
表
面
的

な
理
由
と
な

つ
て
く
る
の

で
あ
る
.

然
し
寺
院
そ
の
も
の
に
就
い
て
見
る

と
、
仏
教
儀
礼
が
行
わ
れ

る
場
と
し
て
の
寺
と
日
本
閲
有

の
宗
教
儀
礼

の

一
環
と
し
て
の
古

墳
と
の
関
連
が
闇
題
に
な

つ
て
く
る
の

で
あ
る
。
当
代
の
寺
院
を

文
献

と
遺
跡
よ
り
見
て
約
E
三
寺
を
挙

け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で

田
中
廃
寺
、
安
倍
寺

、
巨
勢
寺
、
豊
田
廃
寺
、
新
堂
廃
寺
、
野
中

寺
、
三
田
廃
寺
等
の
如
き
は
全
く
古
墳

と
地
的
開
連
を
持

ち
、
ま

た
古
塘

の
上

に
寺
が
建
立
さ
れ
た
の
も

見
ら
れ
る
。
更

に

一
般
的

に
は
古
墳

の
持

つ
地
的
条
件

(
立
地
条

件
)
が
似
通
よ

つ
て
い
る

こ
と
も
挙
け
ら
れ
る
。
古
墳
が
組
霊
を
拝
す

べ
き
所

と
な
り
、
そ

こ
に
は
や
が
て
家
形
埴
輪
、
器
財
植
輪

が
常
設
的
に
鱒
ざ
ら
れ
た
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人
達

が
集
ま

つ
て
墳
墓

の
擧
り
も
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

書

紀
の
崇
神
天
阜
の
条

に
鯊

「
日
は
人
づ
く
り
、
夜

は
神
づ
く
り
」

と
見

ら
れ

る
が
如
く
、
古
墳
に
対
七
て
、

「死
者

を
葬
る
蘚
れ
た

場
所
」

と
云
う
意
識

は
覓
ら
れ
な
い
で

「祖
先
代
々
を
祭
る
墓
」

と
し

て
の
意
織
が
持

た
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

亦
寺
院
の
殆
ん
ど
は
氏
族
に
よ

つ
て
建
立
さ
れ
た
氏
寺
と
云
う

形
態

を
と
り
、
寺
院

の
持

つ
性
格

の

一
端
が
う
か
が
、兄
る
の
で
あ

る
。で

は
寺
院

の
痔

つ
意
味
を
文
献

の
上
か
ら
見
る
と
書
紀
の
用
閃

天

皐
か
ら
博
統
天
宰

の
闇
に
仏
教
に
就
い
て

一
五
三
項
目
の
記
事

が
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
儀
式
と
し
て
の
記
事

で
目
的

(
顯

望

)
が
解

る
の
を
要
約
す
る
と
、
祖
先
供
養

(崇
拝

)
謬
国
、
戦

勝
、
災
難
消
除

、
雨
乞
、
病
気
平
癒
祈
願
等

で
あ
り
、
此
れ
ら
か

ら
推
察
す
る
に
仏
教
渡
来
以
前

の
在
来

の
宗
教
儀
礼

に
も
獄
上
の

顯
望

を
持

つ
も

の
が
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
此

の
中

に

於

て
祖
先
供
養

の
占

め
る
記
璽
が
多
い
。
亦
造
寺
、
造
像
に
就
い

て
み

る
と
、
粟
原
序
鑪
盤
銘
、
息
田
屋
結
識
碑
、
法
隆
寺
釈
迦

造

像
記

、
法
隆
寺
淘
釈
迦
諾
像
記
等
に
見
ら
れ
る
が
如
く
、
同
様
に

そ
の
目
的

は
祖
先
供
養

(
崇
拝

)
の
対
象
と
な

つ
て
い
る
。

書
紀

の
崇

峻
天
皐
元
年

の
条
に
、
百
済

よ
り
仏
舎
利

の
献
L
が

あ
り
、
擔
古
天
阜
呻元
任

σ
条
に
、
仏
舎
利

を
法
興
寺

の
刹
柱

の
礎

の
中

に
騫

い
た
記
事
が
あ
る
。
此

の
舎
利

を
坪
井
清
足
著
の

「
飛

鳥
寺
」
に
於
い
て
の
記
事
に
、
埋
葬
さ
れ

て
い
た
品
部
や
規
模
が

全
く
鏝
期
古
墳
時
代

の
も

の
と
類
似
す
る

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、

「
古
壻
」

の
持

つ
意
味
と

「
寺
院
」

の
持

つ
意
味
が
似
通

よ

つ
て゚
い
る
こ
と
は
別
に
疑
闇
の
は
さ
む
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ

る
。敏

に
氏
族
集
団
が
為
し
た
古
墳

に
於
け

る
宗
教
儀
礼
と
古
墳
の

築
営

は
や
が
て
寺
院
建
立
と
云
う
方
向

に
進
み
、
飛
鳥
時
代
の
寺

院
は
旧
来
樹
有

の
我
困

の
文
化

と
薪
来

の
仏
教
文
化

と
の
融
合
が

生
じ
、
此

の
両
著

の
慨
格
を
兼
ね
備
え
た
も

の
と
し
て
、
地
上

に

姿
を
見

せ
は
じ
め
た
も

の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

仏

教

福

祉

学

専

攻

 

都

市

に

於

け

る

老

人

問

題

の

一
考

蔡

京
都
市

の
実
態
を
中
心
と
し
た

老
入
と
家
族

に
っ
い

て
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